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契
約
責
任
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
位
置
づ
け

―

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
を
中
心
と
し
て―

荻

野

奈

緒

―

目　

次―

第
一
章　

は
じ
め
に

第
二
章　

我
が
国
に
お
け
る
議
論―
帰
責
事
由
論
の
展
開
と
不
可
抗
力
の
位
置
づ
け―

　

第
一
節　

学
説
の
状
況

　
　

第
一
款　

伝
統
的
通
説

　
　

第
二
款　

過
失
の
客
観
化
と
帰
責
事
由
論
の
展
開

　
　

第
三
款　

結
果
債
務
の
承
認
と
帰
責
事
由
論
の
さ
ら
な
る
展
開

　

第
二
節　

裁
判
例
の
状
況

第
三
章　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論―

不
可
抗
力
に
よ
る
契
約
責
任
の
免
責―

　

第
一
節　

緒
論

　
（
二
〇
二
七
）
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（
二
〇
二
八
）

　

第
二
節　

不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か

　
　

第
一
款　

序
説

　
　

第
二
款　

ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
の
見
解

　
　

第
三
款　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
ル
ー
メ
の
見
解

　
　

第
四
款　

ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
の
見
解

　
　

第
五
款　

ボ
リ
ス
・
ス
タ
ル
ク
の
見
解

　

第
三
節　

検
討
と
評
価

　
　

第
一
款　

結
果
債
務
に
お
け
る
不
可
抗
力

　
　

第
二
款　

手
段
債
務
に
お
け
る
不
可
抗
力

第
四
章　

結
び
に
か
え
て

第
一
章　

は
じ
め
に

　

我
が
国
で
は
、
近
時
、
過
失
の
客
観
化
や
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
の
登
場
と
と
も
に
、
契
約
責
任
に
お
け
る
帰
責
事
由
論
が
、

大
き
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
従
来
、
帰
責
事
由
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
債
務
者
の
過
失
が
、
契
約
責
任
に
お
い
て
果

た
す
独
自
の
役
割
は
、
低
下
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
可
抗
力
が
、
契
約
責
任
に
お
け
る
免
責

事
由
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
は
増
大
し
つ
つ
あ
る（

1
）。

　

と
こ
ろ
で
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
、
当
然
の
理
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
が
議
論
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
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ん
ど
な
く
、
不
可
抗
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
義
に
関
す
る
も
の
を
中
心
に
、
僅
か
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い（

2
）。

不
可
抗
力
と

帰
責
事
由
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、「
民
事
責
任
法
で
ま
だ
未
解
明
の
領
域
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

3
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
不
可
抗
力
は
、
契
約
責
任
の
免
責
事
由
で
あ
る
か
ら
、
契
約
責
任
の
成
否
を
決
す
る
分
水
嶺
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
、不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
契
約
責
任
の
帰
責
根
拠
を
何
に
求
め
る
の

か
、
ま
た
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
は
い
か
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
対
す
る
示
唆
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る（

4
）。

ま
た
、不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
は
、

不
可
抗
力
の
意
義
を
い
か
に
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
、
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
諸
外
国
の
議
論
を
眺
め
て
み
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約
責
任
の
分
野
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
が
認
め

ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
一
定
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
民
法
四
一

五
条
の
沿
革
を
辿
る
と
、
同
条
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
四
七
条（

5
）に

由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と（

6
）や

、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九

世
紀
の
終
わ
り
以
降
、〝
フ
ォ
ー
ト
の
客
観
化
〞
が
進
み
、
さ
ら
に
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
が
登
場
す
る
中
で
、
不
可
抗
力
に
よ

る
免
責
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
述
の
よ
う
な

問
題
意
識
に
対
す
る
重
要
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
我
が
国
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
が
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の

か
と
い
う
視
点
か
ら
、
契
約
責
任
の
帰
責
事
由
に
関
す
る
議
論
の
状
況
を
概
観
す
る
（
第
二
章
）。
次
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
契
約

責
任
の
分
野
で
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
が
主

張
さ
れ
て
い
る
の
か
を
紹
介
し
、
検
討
を
加
え
る
（
第
三
章
）。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
検
討
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
若
干
の
示
唆
を
も
と
に
、

　
（
二
〇
二
九
）
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今
後
の
課
題
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
（
第
四
章
）。

第
二
章　

我
が
国
に
お
け
る
議
論―

帰
責
事
由
論
の
展
開
と
不
可
抗
力
の
位
置
づ
け―

　

我
が
国
で
は
、
契
約
責
任
の
分
野
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
、
明
確
に
論
じ
た
も
の
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
不
可
抗
力
が
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
契
約
責
任
に
関
す
る
議
論
を
み
た
と
き
、
契
約
責
任
の
帰
責
根
拠
や
帰
責
事
由
に
関
す
る
理
解
を
同
じ

く
す
る
見
解
で
あ
っ
て
も
、
不
可
抗
力
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
理
解
が
同
じ
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
我

が
国
に
お
け
る
諸
学
説
お
よ
び
裁
判
例
が
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
の
関
係
で
、
不
可
抗
力
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
を
概

観
す
る
。

第
一
節　

学
説
の
状
況

　

ま
ず
、
学
説
は
、
契
約
責
任
の
分
野
で
、
不
可
抗
力
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
き
た
の
か
。
本
節
で
は
、
帰
責
事
由
論
の
展
開
に
即
し

て
、
各
見
解
が
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
の
関
係
で
、
不
可
抗
力
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
款　

伝
統
的
通
説

一　

帰
責
事
由
に
関
す
る
理
解

　

我
が
国
に
お
け
る
伝
統
的
通
説
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、
債
務
不
履
行
（
履
行
遅
滞
、
履
行
不
能
、
ま
た
は
不
完
全
履
行
）、

　
（
二
〇
三
〇
）
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債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
（
帰
責
事
由
）
が
あ
る
こ
と
、
債
務
の
不
履
行
が
違
法
で
あ
る
こ
と（

7
）、

損
害
の
発

生
、
債
務
不
履
行
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
き
た（

8
）。

そ
し
て
、
帰
責
事
由
を
「
債
務
者
の
故
意
・
過
失
ま
た
は

信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
事
由
」
と
解
し（

9
）、

契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
債
務
者
の
過
失
を
要
求
し
て
き
た
。
債
務
者
の
過
失
の
内

容
は
、
債
務
者
が
、
取
引
関
係
上
一
般
に
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
（
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
）
を
欠
い
た
た
め
に
、
債
務
不
履
行
と
い

う
違
法
な
結
果
の
発
生
を
認
識
し
な
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

不
可
抗
力
の
位
置
づ
け

　

民
法
四
一
九
条
三
項
に
い
う
不
可
抗
力
に
関
し
て
は
、
帰
責
事
由
の
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
債
務
者
の
無
過
失
と
同
視
す
る
見
解（

10
）と

、
こ

れ
を
債
務
者
の
無
過
失
よ
り
も
狭
く
解
す
る
見
解（

11
）と

が
主
張
さ
れ
て
き
た
。

　

前
者
の
見
解
に
属
す
る
、
於
保
不
二
雄
博
士
、
奥
田
昌
道
教
授
は
と
も
に
、
民
法
四
一
九
条
三
項
に
い
う
不
可
抗
力
を
、
厳
格
な
意
味
で

の
不
可
抗
力（

12
）

と
は
区
別
し
て
、「
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
」
と
同
義
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

不
可
抗
力
は
、
債
務
者
の
過
失
と
表
裏
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
見
解
が
、
不
可
抗
力
に
つ
い
て
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
は
、

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

第
二
款　

過
失
の
客
観
化
と
帰
責
事
由
論
の
展
開

一　

帰
責
事
由
に
関
す
る
理
解

　

不
法
行
為
の
分
野
を
中
心
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
過
失
の
客
観
化
が
進
む
に
つ
れ
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
の
債
務
者
の
過
失
の
内

　
（
二
〇
三
一
）
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容
に
関
す
る
理
解
に
も
変
化
が
生
じ
る
に
至
っ
た
。
契
約
責
任
に
お
け
る
債
務
者
の
過
失
を
、
具
体
的
行
為
義
務
違
反
な
い
し
附
随
義
務
違

反
と
と
ら
え
る
見
解
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
主
た
る
債
務
の
履
行
が
、
債
務
の
履
行
段
階
に
お
け
る
債
務

者
の
具
体
的
行
為
義
務
が
適
切
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
帰
責
事
由
と
し
て
の
債
務
者
の
過
失
と
は
こ
の

よ
う
な
具
体
的
行
為
義
務
の
懈
怠
で
あ
る
と
す
る
北
川
善
太
郎
教
授
の
見
解（

13
）や

、
附
随
義
務
を
、
債
務
の
本
旨
に
し
た
が
っ
て
履
行
が
な
さ

れ
得
る
よ
う
に
す
る
債
務
者
お
よ
び
債
権
者
の
作
為
・
不
作
為
義
務
と
定
義
し
、
そ
の
違
反
が
帰
責
事
由
と
い
う
過
失
で
あ
る
と
す
る
前
田

達
明
教
授
の
見
解（

14
）が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

な
お
、
前
田
教
授
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、
上
記
の
意
味
で
の
債
務
者
の
過
失
を
要
求
す
る
が
、
契
約
責
任
の
帰
責
根
拠
は
、

過
失
責
任
主
義
で
は
な
く
、「
信
頼
原
則
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
を
締
結
し
た
債
権
者
が
、
債
務
者
が
契
約
を
履

行
し
て
く
れ
る
も
の
と
信
頼
す
る
で
あ
ろ
う
点
に
着
目
し
、
か
か
る
債
権
者
の
信
頼
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
債
権
者
は

い
か
な
る
場
合
に
も
契
約
の
履
行
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、「
標
準
人
に
期
待
し
得
る
行
為
義
務
を
尽
く
し
て
も
回
避
し
得

な
か
っ
た
債
務
不
履
行
は
、
債
務
者
に
帰
責
し
得
な
い
と
い
う
の
が
、
合
理
的
」
だ
と
す
る
の
で
あ
る（

15
）。

二　

不
可
抗
力
の
位
置
づ
け

⑴　

北
川
教
授
の
見
解

　

北
川
教
授
に
よ
れ
ば
、「
不
可
抗
力
概
念
は
…
…
無
責
事
由
と
完
全
に
同
一
化
し
て
い
る
、
と
ま
で
は
い
え
な
い
」。
同
教
授
は
、「
無
責

事
由
の
な
か
に
は
、
債
務
者
の
行
為
…
…
に
か
か
わ
る
事
由
で
は
あ
る
が
債
務
者
を
非
難
し
え
な
い
事
由
が
入
っ
て
」
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ

に
有
責
性
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
不
可
抗
力
で
問
題
に
な
る
事
由
は
、
も
と
も
と
債
務
者
の
行
為
に
一
切
か
か
わ
り
の
な
い
外
部

事
情
」
で
あ
っ
て（

16
）、「

不
可
抗
力
『
免
責
』
の
本
来
の
意
味
は
、
違
法
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
べ
き
」
だ
と
主
張
す
る（

17
）。

　
（
二
〇
三
二
）



契
約
責
任
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こ
こ
に
い
う
違
法
性
に
関
し
て
は
、次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
教
授
に
よ
れ
ば
、ま
ず
、債
務
不
履
行
に
お
け
る
違
法
性
は
、「
債

権
関
係
の
不
正
常
な
展
開
の
た
め
に
契
約
目
的
の
実
現
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
、
と
解
し
う
る
」
が
、
こ
の
よ
う
な
違
法
状
態
に

は
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。「
事
故
不
履
行
責
任
に
該
当
す
る
場
合
」
つ
ま
り
「
債
務
者
の
意
思
・
行
為
あ
る
い
は
態
度
と
は
無
関
係

な
事
由
に
よ
っ
て
債
務
の
不
履
行
が
生
じ
て
い
る
」
場
合
と
、「
債
務
者
の
行
為
（
意
思
）
に
よ
り
債
務
の
不
履
行
が
発
生
し
て
い
る
場
合
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
場
合
に
は
、
事
由
の
如
何
を
問
わ
ず
給
付
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
違
法
性
の
要
件
要
素
で
あ
る
が
、

後
者
の
場
合
に
は
、
債
務
者
の
行
為
に
よ
り
給
付
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
そ
の
要
件
要
素
で
あ
る
こ
と
と
な
る
（
二
段
階
の
違

法
性（

18
））。

こ
の
よ
う
な
違
法
性
に
関
す
る
理
解
を
前
提
と
し
て
、
同
教
授
は
、
給
付
義
務
違
反
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
者
は
、
各

種
の
不
履
行
類
型
へ
の
該
当
事
実
（
債
務
不
履
行
事
実
）
を
主
張
・
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
過
失
不
履
行
責
任
の
場
合
に
は
、
債
務
者

が
、「
そ
の
不
履
行
事
実
が
債
務
者
の
行
為
…
…
に
関
係
の
な
い
原
因
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
、
評
価
障
害
事
実
と
し
て
主
張
・
立

証
す
れ
ば（

19
）、

違
法
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
す
る（

20
）。

そ
し
て
、
そ
の
意
味
は
、「
違
法
性
の
判
断
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
第
三
者
の
行
為

が
原
因
事
実
で
あ
る
か
あ
る
い
は
自
然
現
象
が
原
因
事
実
で
あ
る
場
合
、
過
失
不
履
行
責
任
の
前
提
と
な
る
、
債
務
者
の
行
為
に
起
因
す
る

原
因
事
実
が
な
い
の
で
、
違
法
と
評
価
し
得
る
状
態
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る（

21
）。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
同
教
授
は
、

不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、「
も
っ
ぱ
ら
第
三
者
の
行
為
が
原
因
事
実
で
あ
る
か
あ
る
い
は
自
然
現
象
が
原
因
事
実
で
あ
る
」
か

ら
違
法
性
が
否
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
北
川
教
授
の
見
解
に
お
い
て
は
、
不
可
抗
力
は
、
債
務
者
の
行
為
に
よ
っ
て
不
履
行
事
実
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
と
い
う

意
味
で
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
の
違
法
性
を
排
斥
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
帰
責
事
由
た
る
債
務
者
の
過
失
と
は
別
の
次
元

に
お
い
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
（
二
〇
三
三
）
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約
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⑵　

前
田
教
授
の
見
解

　

前
田
教
授
は
、
不
可
抗
力
は
、「『
無
過
失
責
任
』
を
負
う
場
合
の
免
責
事
由
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
帰
責
事
由
た
る
債
務
者
の
過
失

と
同
義
で
は
な
く
、「
商
法
五
九
四
条
と
同
じ
く
、
よ
り
高
度
な
限
定
さ
れ
た
も
の
」
だ
と
解
し
て
い
る（

22
）。

　

同
教
授
は
、
債
務
者
の
無
過
失
を
導
く
と
こ
ろ
の
「
標
準
的
債
務
者
に
回
避
不
可
能
な
事
由
」
に
つ
い
て
、
①
〝
専
ら
〞
債
務
者
に
と
っ

て
支
配
不
可
能
な
債
権
者
側
の
事
由
、
②
〝
専
ら
〞
債
務
者
の
支
配
下
に
な
い
第
三
者
側
の
事
由
、
③
〝
専
ら
〞
大
地
震
や
暴
風
雨
な
ど
債

務
者
の
支
配
不
可
能
な
自
然
力
た
る
事
由
が
含
ま
れ
る
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
不
可
抗
力
に
は
、
上
記
「
②
な
ど
は
含
ま
な
い
と
解
す
る

の
が
良
い
と
思
」
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
同
教
授
は
、
不
可
抗
力
を
、
帰
責
事
由
た
る
債
務
者
の
過
失
が
な

い
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る（

23
）。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
過
失
を
要
件
と
す
る
契
約
責
任
に
お
い
て
は
、
過
失
が
あ
れ
ば
不
可
抗
力
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
に
、
不
可
抗
力
に
つ
い

て
論
じ
る
実
益
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

第
三
款　

結
果
債
務
の
承
認
と
帰
責
事
由
論
の
さ
ら
な
る
展
開

一　

帰
責
事
由
に
関
す
る
理
解

　

近
時
、
主
と
し
て
諸
外
国
に
お
け
る
新
た
な
立
法
例
や
国
際
的
な
契
約
法
の
諸
原
則
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
か
ら
示
唆
を

得
て
、
債
務
内
容
に
よ
っ
て
帰
責
事
由
の
内
容
な
い
し
は
判
断
方
法
が
異
な
る
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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
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
教
授
の
見
解（

24
）や

、
い
わ
ゆ
る
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区

　
（
二
〇
三
四
）
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分
論
を
採
用
し
、
契
約
責
任
の
法
的
根
拠
で
あ
る
帰
責
事
由
の
帰
責
根
拠
を
、
債
務
者
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
設
定
し
た
契
約
の
拘
束
力

に
求
め
て
、
結
果
債
務
を
「
結
果
の
不
実
現
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
不
可
抗
力
に
よ
ら
な
い
限
り
、
そ
の
不
履
行
の
事
実
の
な
か
に
債
務
者
の

『
帰
責
事
由
』
が
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
類
型
」、
手
段
債
務
を
「
債
務
者
に
『
帰
責
事
由
』
が
あ
る
と
認
定
判
断
す
る
た
め
に
は
、

結
果
の
不
実
現
の
み
な
ら
ず
債
務
者
が
一
定
の
行
為
義
務
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
の
評
価
を
必
要
と
す
る
類
型
」
と
考
え
る
森
田
宏
樹
教
授
の

見
解（

25
）な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
見
解
と
従
来
の
見
解
と
の
大
き
な
相
違
点
は
、
契
約
責
任
の
帰
責
根
拠
を
契
約
の
拘
束
力
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
る
点
、

お
よ
び
、
結
果
の
実
現
そ
の
も
の
が
債
務
の
内
容
た
り
得
る
こ
と
を
一
般
的
に
認
め
て
い
る
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う（

26
）。

二　

不
可
抗
力
の
位
置
づ
け

⑴　

潮
見
教
授
の
見
解

　

潮
見
教
授
に
よ
れ
ば
、
不
可
抗
力
は
、
結
果
実
現
保
証
が
帰
責
原
理
と
な
る
債
務
類
型
、
つ
ま
り
、
当
該
債
権
関
係
の
中
で
、
債
権
者
に

と
っ
て
獲
得
が
期
待
さ
れ
て
い
る
利
益
（
債
権
者
利
益
）
の
実
現
そ
れ
自
体
を
自
ら
が
担
保
（
保
証
）
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
て
い
る
場
合

に
お
け
る
免
責
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
不
可
抗
力
が
あ
っ
た
場
合
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
、
不
可
抗
力
が
「
契

約
類
型
上
の
危
険
分
配
あ
る
い
は
特
別
に
約
定
さ
れ
た
危
険
分
配
の
枠
を
超
え
た
障
害
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る（

27
）。

　

な
お
、
同
教
授
は
、
不
可
抗
力
の
意
義
に
関
し
て
は
、「
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

　
（
二
〇
三
五
）
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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
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る（

28
）。

⑵　

森
田
教
授
の
見
解

　

森
田
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
、
こ
れ
を
、
結
果
債
務
に
お
け
る
免
責
事
由
と

し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
不
可
抗
力
が
あ
っ
た
場
合
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
、「
そ
の
契
約
上
の
債
務
の
内
容
・
射
程
が

不
可
抗
力
を
克
服
し
て
ま
で
も
結
果
を
実
現
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
及
ん
で
い
な
い
か
ら
」
で
あ
っ
て
、
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
す
る（

29
）。

さ
ら
に
、
同
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
も
主
張
し（

30
）、「

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
し
て
い
る（

31
）。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
森
田
教
授
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
債
務

者
に
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
結
果
を
実
現
す
る
べ
き
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
（
し
た
が
っ
て
債
務
不
履
行
は
な
い
と
い

う
こ
と
と
な
ろ
う
）、
帰
責
事
由
も
な
い
と
考
え
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

第
二
節　

裁
判
例
の
状
況

　

我
が
国
の
裁
判
所
は
、
契
約
責
任
の
分
野
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
き
た
の
か
。
裁
判
例

の
状
況
を
み
る
と
、
不
可
抗
力
に
該
当
し
得
る
よ
う
な
事
象
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
債
務
者
の
過
失
の
有
無
の
問
題
に
取
り
込
ん
で
処
理
し
て

い
る
も
の
と
、
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
も
の
と
が
み
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
最
近
の
裁
判
例
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型

例
を
一
つ
ず
つ
、
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
（
二
〇
三
六
）
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一　

債
務
者
の
過
失
の
有
無
の
問
題
に
取
り
込
ん
で
処
理
し
て
い
る
裁
判
例

　

不
可
抗
力
に
該
当
し
得
る
よ
う
な
事
象
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
債
務
者
の
過
失
の
有
無
の
問
題
に
取
り
込
ん
で
処
理
し
て
い
る
裁
判
例
と
し

て
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
に
よ
り
倉
庫
内
の
化
学
薬
品
（
Ｎ
Ｍ
Ｐ
）
が
荷
崩
れ
に
よ
り
漏
出
し
、
他
の
貨
物
か
ら
流
出
し
た
水
分
と
化
合
し

て
発
火
し
た
火
災
に
よ
り
貨
物
が
焼
失
し
た
事
故
に
関
す
る
、
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
一
一
年
六
月
二
二
日
判
決（

32
）が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
事
件
の
原
告
は
、
本
件
貨
物
の
荷
主
に
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
会
社
で
あ
り
、
被
告
ら
は
、
荷
主
と
運
送
契
約
を
締
結
し
た
運
送

業
者
、
お
よ
び
、
本
件
貨
物
を
保
管
し
て
い
た
倉
庫
業
者
で
あ
る
。
原
告
は
、
保
険
代
位
に
よ
っ
て
取
得
し
た
、
運
送
業
者
に
対
す
る
債
務

不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
と
、
倉
庫
業
者
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
と
を
行
使
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て

損
害
賠
償
を
請
求
し
た
が
、
同
判
決
は
、
概
ね
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
倉
庫
業
者
に
は
過
失
が
な
く
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
運
送
業
者
の

債
務
不
履
行
責
任
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
は
、
ま
ず
、「
本
件
大
震
災
に

よ
る
揺
れ
を
契
機
に
、
三
段
に
重
ね
ら
れ
た
パ
レ
ッ
ト
か
ら
本
件
ド
ラ
ム
缶
が
飛
び
出
る
よ
う
な
形
態
で
転
倒
し
て
落
下
し
、
中
の
本
件

N
M

P

が
漏
出
し
、
さ
ら
に
、
付
近
に
あ
っ
た
洋
酒
、
清
涼
飲
料
水
等
も
地
震
の
揺
れ
に
よ
り
転
倒
、
破
壊
さ
れ
、
中
身
が
流
出
し
、
本
件

N
M

P

と
そ
れ
ら
の
水
分
と
が
化
合
し
、
反
応
熱
を
発
生
さ
せ
、
発
生
し
た
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
の
混
合
気
体
が
発

火
し
て
本
件
火
災
を
発
生
さ
せ
た
」
と
認
定
し
た
。
そ
の
上
で
、
同
判
決
は
、「
過
失
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
結
果
発
生
を
予
見
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
予
見
す
べ
き
で
あ
り
、
結
果
の
回
避
が
で
き
、
回
避
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
こ
と
を
前
提
に
、
倉

庫
業
者
の
過
失
の
有
無
に
関
し
、「
我
が
国
が
地
震
多
発
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
地
震
の
発
生
そ
れ
自
体
は
予
見
可
能
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
本
件
大
震
災
規
模
の
地
震
の
発
生
を
予
見
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
」
っ
て
、
倉
庫
業
者
に
は
、

「
本
件
火
災
に
つ
い
て
、
本
件
大
震
災
規
模
の
地
震
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
…
…
過
失
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
原
告
の
主
張
は
、
本
件
大
震
災
規
模
の
大
地
震
が
発
生
し
た
場
合
で
も
、
倉
庫
業
者
と
し
て
は
火
災
が
発
生
し
な
い

　
（
二
〇
三
七
）
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よ
う
に
貨
物
を
保
管
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
（
倉
庫
業
者
）
…
…
と
し
て
は
、
…
…
貨
物
の
転
倒
防
止
措

置
に
つ
き
、
通
常
想
定
さ
れ
る
事
態
に
対
応
で
き
る
程
度
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
上
、
本
件
大
震
災
と
い
う
大
地
震

に
起
因
す
る
本
件
火
災
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
本
件
大
震
災
の
発
生
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
が
な
い
か
ら
、
注
意
義
務

（
結
果
回
避
義
務
）
違
反
の
過
失
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

二　

因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
裁
判
例

　

不
可
抗
力
に
該
当
し
得
る
よ
う
な
事
象
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
市
の
住
民
で

あ
る
原
告
が
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
き
、
市
の
上
下
水
道
事
業
管
理
者
で
あ
る
被
告
に
対
し
、
集
中
豪
雨
に
よ

りa

川
が
溢
水
し
浸
水
被
害
が
生
じ
た
の
は
、
ポ
ン
プ
場
の
管
理
を
請
け
負
っ
て
い
る
補
助
参
加
人
の
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る

と
主
張
し
て
、
被
告
が
補
助
参
加
人
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
よ
う
求
め
た
事
案
に
関
す
る
津
地
方
裁
判
所
平
成
一
七
年
八
月
四
日

判
決（

33
）が

あ
る
。

　

同
判
決
は
、
ま
ず
、
補
助
参
加
人
の
過
失
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
、
補
助
参
加
人
の
職
員
Ｆ
は
、
平
成
一
二
年
九
月
一
一
日
午
後
一
時

三
〇
分
の
時
点
で
、
午
後
一
時
か
ら
二
時
ま
で
の
降
雨
量
が
一
時
間
あ
た
り
四
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
ｂ
ポ
ン
プ
場
の
一
号
ポ
ン
プ
を
手
動
で
運
転
す
る
必
要
が
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
予
見
で
き
た
こ
と
、
ま
た
、
同
日

午
後
二
時
二
〇
分
過
ぎ
こ
ろ
に
は
、
補
助
参
加
人
に
は
、
ａ
川
の
水
位
を
下
げ
、
ｂ
ポ
ン
プ
場
か
ら
の
ａ
川
の
溢
水
を
防
ぐ
た
め
、
一
号
ポ

ン
プ
を
手
動
運
転
し
、
ｂ
樋
門
を
開
扉
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
Ｆ
が
、
遅
く
と
も
、
同
日
午
後
二
時
時
点
で
、
そ
の
旨
を
認

識
し
て
適
切
に
ｂ
ポ
ン
プ
場
へ
の
人
員
配
置
を
行
え
ば
、
午
後
二
時
二
〇
分
過
ぎ
に
ｂ
ポ
ン
プ
場
の
一
号
ポ
ン
プ
を
手
動
運
転
し
、
ｂ
樋
門

を
開
扉
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
し
、Ｆ
が
こ
の
よ
う
に
認
識
判
断
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

　
（
二
〇
三
八
）
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同
判
決
は
、「
Ｆ
と
し
て
は
、
平
成
一
二
年
九
月
一
一
日
午
後
一
時
三
〇
分
の
時
点
で
、
午
後
一
時
か
ら
一
時
三
〇
分
の
ま
で
の
降
雨
量
が

二
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
今
後
も
同
様
の
激
し
い
雨
が
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ｆ
ポ
ン
プ
場
に
派
遣
し
た
三
名
の
職
員
に

携
帯
電
話
で
緊
急
連
絡
を
取
り
、
そ
の
う
ち
一
名
を
直
ち
に
ｂ
ポ
ン
プ
場
に
赴
か
せ
、
必
要
に
応
じ
て
一
号
ポ
ン
プ
場
を
手
動
で
運
転
開
始

し
、
場
合
に
よ
り
ａ
川
の
河
口
に
設
置
さ
れ
た
ｂ
樋
門
を
電
動
操
作
ボ
タ
ン
に
よ
り
開
け
る
よ
う
に
指
示
す
る
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
認
め

ら
れ
る
。
ま
た
、
遅
く
と
も
、
同
日
午
後
二
時
に
一
時
間
降
雨
量
が
五
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
時
点
で
は
、
無
人
で
あ
っ
た
ｂ
ポ
ン
プ

場
に
少
な
く
と
も
作
業
員
一
名
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
明
白
な
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
Ｆ
は
、
そ
の
よ
う
な
必
要
性
を
認
識
す
る
に
至
ら
ず
、
上
記
の
注
意
義
務
に
違
反
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
補
助
参
加
人
に
は
、
履
行
補
助
者
Ｆ
の
上
記
行
為
に
関
し
、
ポ
ン
プ
場
運
転
管
理
業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て
善
管
注
意
義
務
違
反
の

過
失
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
同
判
決
は
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
、「
補
助
参
加
人
に
は
…
…
ポ
ン
プ
場

の
運
転
管
理
業
務
委
託
契
約
に
お
け
る
善
管
注
意
義
務
違
反
は
認
め
ら
れ
る
が
、
…
…
本
件
豪
雨
は
、
通
常
の
予
想
外
の
猛
烈
な
も
の
で
、

そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
洪
水
は
、
想
定
外
の
自
然
現
象
に
よ
る
不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
補

助
参
加
人
の
運
転
管
理
業
務
委
託
契
約
上
の
上
記
善
管
注
意
義
務
違
反
の
事
実
と
、
…
…
ポ
ン
プ
場
が
浸
水
し
…
…
川
が
溢
水
し
て
、
…
…

市
が
本
件
支
出
を
行
っ
た
事
実
と
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
章　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論―

不
可
抗
力
に
よ
る
契
約
責
任
の
免
責―

第
一
節　

緒
論

　

本
章
で
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
主
張

　
（
二
〇
三
九
）
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さ
れ
て
い
る
見
解
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
主
と
し
て
、
不
可
抗
力

が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
契
約
責
任
の
成
立
要
件
の
い
ず
れ
が
排
斥
さ
れ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
多
様
な
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
前
提
と
な
る
、
契
約
責
任
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

一　

契
約
上
の
債
務
と
契
約
責
任
と
の
関
係

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
通
説
的
見
解
は
、契
約
責
任
（reponsabilité contractuelle

）
の
存
在
を
認
め（

34
）、契

約
か
ら
第
一
次
的
な
債
務
（
履

行
義
務
）
が
生
じ
る
が
、
そ
の
債
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
新
た
な
法
的
関
係
と
し
て
の
損
害
賠
償
義
務
が
生
じ
る
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
修
正
二
元
説
を
と
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
以
降
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
（reponsabilité 

délictuelle

）
と
の
関
係
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
二
元
説
と
一
元
説
と
の
対
立
が
あ
っ
た
。
二
元
説
は
、
一
八
八
四
年
に
発
表
さ
れ
た
サ
ン

ク
テ
レ
ッ
ト
の
論
文（

35
）に

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
見
解
で
あ
り
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
同
一
性
を
完
全
に
否
定
し
、
契
約
責
任
は
、

私
的
意
思
の
作
り
上
げ
た
契
約
の
遵
守
を
確
保
す
る
目
的
を
有
す
る
保
障
（garantie

）
で
あ
っ
て
、
公
の
意
思
の
作
り
上
げ
た
法
の
遵
守

を
確
保
す
る
機
能
を
持
つ
責
任
（responsabilité

）
と
は
異
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
元
説
は
、
一
八
九
二
年
に

発
表
さ
れ
た
グ
ラ
ン
ム
ー
ラ
ン
の
論
文（

36
）に

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
見
解
で
あ
り
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
相
違
を
否
定
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
契
約
か
ら
直
接
生
じ
た
債
務
は
目
的
の
滅
失
ま
た
は
不
能
に
よ
り
消
滅
す
る
の
で
あ
っ
て
、
契
約
上
の
債
務
の
不

履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
義
務
は
、
契
約
か
ら
原
始
的
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
三
八
二
条（

37
）を

基
礎
と
し
て
生
じ
る
新
た
な
債
務

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
二
元
説
か
一
元
説
か
、
と
い
う
対
立
は
、
一
九
三
〇
年
頃
以
降
、
修
正
二
元
説
（
折
衷
説
）
が
登
場
し
、
定

着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
収
束
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
修
正
二
元
説
は
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
を
区
別
し
つ
つ
、
契
約
責
任
が

単
な
る
契
約
の
効
果
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
て
、
契
約
か
ら
生
じ
る
債
務
と
契
約
責
任
と
を
一
応
区
別
し
つ
つ
、
契
約
責
任
は
、
発
生
し
た

　
（
二
〇
四
〇
）
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損
害
の
填
補
と
い
う
不
法
行
為
責
任
と
同
様
の
目
的
を
有
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
見
解
で
あ
る（

38
）。

修
正
二
元
説
に
よ
れ
ば
、
契
約
責
任
は
、

不
法
行
為
責
任
と
と
も
に
、
民
事
責
任
（reponsabilité civile

）
と
い
う
上
位
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
、
契
約
責
任
を
契
約
上
の
債
務
と
は
一
応
別
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
肯
定
し
つ
つ
、
不
法
行
為
責
任
と
も
区

別
し
て
並
存
さ
せ
る
と
す
る
立
場
の
中
で
も
、
契
約
上
の
債
務
と
契
約
責
任
と
の
関
係
を
ど
の
程
度
結
び
付
け
て
理
解
す
る
か
、
ま
た
、
不

法
行
為
責
任
と
対
比
し
た
と
き
に
、
契
約
責
任
の
独
自
性
を
ど
の
程
度
認
め
る
か
に
関
し
て
は
、
濃
淡
が
あ
り
得
る
。
ま
た
、
契
約
責
任
の

基
礎
（fondem

ent
）
を
何
に
求
め
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
も
、
見
解
の
対
立
が
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

契
約
責
任
の
成
立
要
件

　

契
約
責
任
が
単
な
る
契
約
の
効
果
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
、
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
契
約
責
任
が
生
じ
る
と
解
し

た
場
合
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
何
が
必
要
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
損
害
、
債
務
不
履
行
、

お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
間
の
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
（faute 

contractuelle

）
も
必
要
だ
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
我
が
国
に
お
け
る
債
務
者

の
過
失
と
同
様
、
明
文
上
は
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い（

39
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
説
は
、
民
事
責
任
は
す
べ
て
フ
ォ
ー

ト
責
任
主
義
に
依
拠
し
て
い
る
と
し
、
契
約
責
任
の
基
礎
も
フ
ォ
ー
ト
に
あ
る
と
考
え
て
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、
契
約
上
の
フ

ォ
ー
ト
を
要
求
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
古
く
は
、「
物
の
保
存
に
つ
い
て
注
意
す
る
義
務
は
、
合
意
が
当
事
者
の
一
方
の
み
の
便
益utilité

を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
れ
、

共
通
の
便
益utilité com

m
une

を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
れ
、
保
存
の
任
に
あ
た
る
者
を
善
良
な
家
父
と
し
て
の
す
べ
て
の
注
意
を
は
ら

う
〔
義
務
〕
に
服
せ
し
め
る
」
と
規
定
す
る
民
法
典
一
一
三
七
条
一
項
が
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内
容
・
判
断
方
法
に
つ
い
て
定
め
た
も

　
（
二
〇
四
一
）
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の
と
目
さ
れ
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
は
、
一
般
的
に
、
善
良
な
家
父
の
注
意
を
尽
く
し
た
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
解
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
規
定
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
一
般
的
に
規
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
類
型
に
お
け

る
債
務
の
内
容
（
範
囲
）
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
は
、当
該
類
型
に
お
い
て
、

債
務
者
が
善
良
な
家
父
の
注
意
を
尽
く
し
た
場
合
に
免
責
さ
れ
る
の
は
、
債
務
不
履
行
は
あ
る
が
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
な
い
か
ら
で
は
な

く
、
そ
も
そ
も
債
務
不
履
行
が
な
い
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
債
務
内
容
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
債
務
を

履
行
し
な
か
っ
た
債
務
者
に
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

40
）。

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
コ
ル
ニ
ュ
が
編
纂
し
た
法
律
用
語
辞
典（

41
）に

お

い
て
も
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
は
、「
債
務
者
に
よ
る
、
契
約
か
ら
生
じ
た
義
務
の
違
反
（
全
部
不
履
行
、
不
完
全
履
行
、
履
行
遅
滞
）
で

あ
っ
て
、
そ
の
契
約
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三　

結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論

　

債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
債
務
者
に
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
現
れ
方
は
、
契
約
上
の
債

務
の
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
通
説
的
見
解
は
、
契
約
上
の
債
務
に
関
し
、
い
わ
ゆ
る
結
果
債

務
・
手
段
債
務
区
分
論
を
採
用
し
て
い
る（

42
）。

　

結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
は
、
ド
ゥ
モ
ー
グ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
債
務
の
分
類
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
帰
結

が
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
債
務
に
お
い
て
は
、
結
果
の
不
実
現
が
あ
れ
ば
、
債
務
不
履
行
が
あ
る
と
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も

債
務
不
履
行
が
推
定
さ
れ
て
、
債
務
者
は
、
不
可
抗
力
を
立
証
し
な
い
限
り
、
契
約
責
任
を
免
れ
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
手
段
債
務
に
お

い
て
は
、
債
務
者
は
、
履
行
に
際
し
て
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
行
為
態
様
の
過
誤
が
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
フ
ォ
ー
ト

が
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
債
務
者
は
契
約
責
任
を
負
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
の
正
当
化
に
際
し
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区

　
（
二
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分
論
の
意
義
を
何
に
認
め
る
の
か
、
つ
ま
り
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
を
し
て
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
の
契
約
上
の
フ
ォ

ー
ト
の
要
否
を
決
す
る
際
の
基
準
と
す
る
か
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内
容
・
判
断
方
法
に
関
す
る
基
準
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
単
に
、
契

約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
証
明
責
任
を
分
配
す
る
際
の
基
準
と
す
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
諸
説
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
二
者
は
、

結
果
の
実
現
そ
の
も
の
が
債
務
の
内
容
た
り
得
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
っ
て
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
に
実
体
法
上
の
意
義
を

認
め
る
も
の
と
い
え
る
の
に
対
し
、
後
一
者
は
、
こ
れ
に
実
体
法
上
の
意
義
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
多
数
説
は
、
結
果
債

務
・
手
段
債
務
区
分
論
の
意
義
を
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内
容
・
判
断
方
法
に
関
す
る
基
準
で
あ
る
と
し
、
あ
る
債
務
が
結
果
債
務
で
あ

る
か
手
段
債
務
で
あ
る
か
と
い
う
区
別
は
、
当
事
者
が
、
明
確
に
定
め
ら
れ
た
結
果
の
実
現
が
確
実
で
あ
る
と
約
束
し
た
の
か
、
結
果
を
実

現
す
べ
き
努
力
す
る
こ
と
の
み
を
約
束
し
た
に
と
ど
ま
る
の
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

第
二
節　

不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か

第
一
款　

序
説

一　

不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
す
る
前
に
、
ま
ず
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
の
意
義
が
、
通
常
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た

い
。

　
　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、「
外
在
的
事
由（

43
）」

の
一
つ
と
し
て
、「
不
可
抗
力
又
は
偶
然
事（

44
）」

に
つ
い
て
規
定
し
、
こ

れ
を
契
約
責
任
に
お
け
る
免
責
事
由
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
明
確
に
定
義
し
て
い
る
民
法
典
上
の
規
定

は
な
く
、
不
可
抗
力
の
意
義
や
要
件
を
い
か
に
解
す
る
か
は
、
判
例
・
学
説
の
役
割
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
伝
統
的
な
通
説
お
よ
び
判
例

に
よ
れ
ば
、
不
可
抗
力
の
要
件
は
、
外
部
性
（extériorité

）、
予
見
不
能
性
（im

prévisibilité

）、
抵
抗
不
能
性
（irrésistibilité

）
の

　
（
二
〇
四
三
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三
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り（

45
）、

コ
ル
ニ
ュ
が
編
纂
し
た
法
律
用
語
辞
典（

46
）に

よ
れ
ば
、
不
可
抗
力
は
、「
債
務
者
…
…

の
外
部
の
原
因
か
ら
生
じ
た
、
予
見
不
能
で
抵
抗
不
能
の
事
象
…
…
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
特
定
の
事
象
（
例
え
ば
、
戦
争
や
暴
動
、
あ
る
い
は
、
洪
水
、
嵐
、
地
震
な
ど
と
い
っ
た
自
然
現
象
）
が
自
動
的
に
不
可
抗

力
に
該
当
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
要
件
（
性
質
）
を
備
え
た
事
象
が
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
不

可
抗
力
は
、
事
象
と
い
う
よ
り
性
質
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
で
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
も
の
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
、
外
部
性
、
予
見
不
能
性
、
抵
抗
不
能
性
の
要
件
を
充
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
不
可
抗
力
た
り
得
る（

47
）」

の
で
あ
る
。

　
　

上
記
の
不
可
抗
力
に
関
す
る
伝
統
的
な
三
要
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
敷
衍
す
る
と
、
ま
ず
、
外
部
性
と
は
、
個
人
の
所
為
に
よ

る
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
不
可
抗
力
事
象
が
債
務
者
の
活
動
の
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る（

48
）。

　
　

次
に
、
予
見
不
能
性
と
は
、
債
務
者
が
当
該
事
象
を
予
見
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
債
務
者
が
予
見
で
き
な
か
っ
た
か

否
か
は
、
当
該
事
象
が
生
じ
た
時
と
場
合
、
附
随
す
る
状
況
に
応
じ
て
、
相
対
的
に
決
せ
ら
れ
る（

49
）。

ま
た
、
当
該
事
象
が
予
見
不
可
能
だ

っ
た
か
否
か
は
、
契
約
責
任
の
分
野
に
お
い
て
は
、
通
常
は
、
契
約
締
結
時
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
が
通
説
お
よ

び
判
例
で
あ
る（

50
）。

　
　

最
後
に
、
抵
抗
不
能
性
と
は
、
債
務
者
が
、
彼
が
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
事
象
に
よ
っ
て
、
そ
の
債
務
を
履
行
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る（

51
）。

多
数
説
に
よ
れ
ば
、
当
該
事
象
が
抵
抗
不
能
だ
っ
た
か
否
か
は
、
同
様
の
状
況
下
に
お
か
れ
た

合
理
人
と
の
対
比
に
お
い
て
、
判
断
さ
れ
る（

52
）。

ま
た
、
不
可
抗
力
事
象
に
抵
抗
で
き
な
い
こ
と
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
履
行
不
能
は
絶
対

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

53
）。

そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
通
説
お
よ
び
判
例
は
、
契
約
責
任
の
分
野
で
は
、
い
わ
ゆ
る
不
予
見
理
論
を

採
用
し
て
お
ら
ず
、
事
情
変
更
に
よ
っ
て
債
務
者
に
よ
る
債
務
の
履
行
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る

こ
と
は
な
い（

54
）。

　
（
二
〇
四
四
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二　

契
約
責
任
の
分
野
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
が
問
題
と
な
る
場
面
は
、
主
と
し
て
、
結
果
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。
上
述

の
よ
う
に
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
結
果
債
務
に
お
い
て
結
果
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
、
債
務
者

は
、
行
為
態
様
に
過
誤
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
も
免
責
さ
れ
ず
、
不
可
抗
力
を
立
証
し
た
場
合
、
つ
ま
り
、
債
務
の
履
行
を
妨
げ

た
事
象
が
外
部
性
、
予
見
不
能
性
、
抵
抗
不
能
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
に
し
か
、
契
約
責
任
を
免
れ
得
な
い
。
つ
ま
り
、

結
果
債
務
に
お
い
て
は
、
不
可
抗
力
が
唯
一
の
免
責
事
由
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

他
方
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
契
約
責
任
の
基
礎
は
フ
ォ
ー
ト
に
あ
る
と
さ
れ
、
伝
統
的
に
は
、
フ
ォ
ー
ト
と
は
行
為
態
様
の
過
誤
を
意
味

す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
行
為
態
様
の
過
誤
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
免
責

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
結
果
債
務
に
お
い
て
結
果
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
務
者
は
不
可
抗
力
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
し
か
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
と
、
契
約
責
任
の
基
礎
は
フ
ォ
ー
ト
に
あ
る
と
い
う
理
解
と
の
間
に
は
、
矛
盾
が
存
在
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
得
る
。
契
約
責
任
の
基
礎
を
フ
ォ
ー
ト
に
求
め
、
か
つ
、
こ
の
フ
ォ
ー
ト
を
行
為
態
様

の
過
誤
と
と
ら
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
債
務
が
結
果
債
務
で
あ
ろ
う
と
手
段
債
務
で
あ
ろ
う
と
、
債
務
者
に
行
為
態
様

の
過
誤
が
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
ト
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

結
果
債
務
に
お
い
て
は
、
債
務
者
に
行
為
態
様
の
過
誤
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
も
債
務
者
は
免
責
さ
れ
ず
、
不
可
抗
力
が
そ
の
唯

一
の
免
責
事
由
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
結
果
債
務
の
場
合
に
生
じ
る
契
約
責
任
は
、
も
は
や
フ
ォ
ー
ト
を
基
礎
と
す
る
も
の
と

は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
　

以
上
を
ふ
ま
え
、
次
款
以
降
で
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
一
端
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
（
二
〇
四
五
）
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第
二
款　

ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
の
見
解

一　

ま
ず
、
契
約
責
任
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
、
通
説
的
立
場
に
属
す
る
と
さ
れ
る
ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
の
見
解
を
紹
介
し
よ
う
。

　
　

契
約
責
任
に
関
し
て
、
マ
ゾ
ー
は
、「
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
契
約
か
ら
債
務
が
生
じ
、
そ
の
債
務
の
不
履
行
か
ら
責
任
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
段
階
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
債
務
が
存
在
す
る
と
い
う
段
階
が
あ
り
、
次
に
、
こ
の
債
務
の
不
履

行
が
あ
る
段
階
が
あ
る
」
と
主
張
し
て（

55
）、

修
正
二
元
説
に
た
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

56
）。

ま
た
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、

契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
必
ず
必
要
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
結
果
債
務
と
手
段
債
務
と
で
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内
容
・
判
断
方
法
が
異
な

る
と
し
て
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
は
実
体
法
上
の
意
義
を
有
す
る
と
考
え
て
い
る（

57
）。

マ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
と

い
う
た
め
に
は
先
存
す
る
義
務
へ
の
違
反
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
は
、
先
存
す
る
義
務
と
は
契
約
上
の
債
務

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
契
約
上
の
債
務
に
は
、
結
果
の
実
現
そ
の
も
の
を
内
容
と
す
る
も
の
と
、
結
果
の
実
現
に
向
け
て
注
意
義
務
を
尽

く
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
は
結
果
債
務
、
後
者
は
手
段
債
務
で
あ
る
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
債
務
が
こ
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
の
か
は
、
当
事
者
が
約
束
し
た
内
容
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る（

58
）。

二　

マ
ゾ
ー
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
一
方
で
は
、
不
可
抗
力

が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
必
然
的
に
フ
ォ
ー
ト
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
と
し
つ
つ（

59
）、

他
方
で
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
債
務
者
の
行
為
が
損
害
の
原
因
で
は
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
不
可
抗
力
は
因
果
関
係
を
排
斥

す
る
と
主
張
す
る（

60
）。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
マ
ゾ
ー
の
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
に
関
す
る
理
解
を
ふ
ま
え
て
、

検
討
す
る（

61
）。

　

⑴　

マ
ゾ
ー
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
必
ず
必
要
だ
と
し
つ
つ
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
債
務
が
結
果

債
務
で
あ
る
か
手
段
債
務
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
現
れ
方
が
異
な
る
と
主
張
す
る
。 　

（
二
〇
四
六
）
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曰
く
、
手
段
債
務
に
お
い
て
は
、
債
務
者
が
結
果
の
実
現
に
向
け
て
一
定
の
注
意
を
尽
く
し
て
行
為
し
な
か
っ
た
こ
と
が
債
務
不
履

行
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
債
務
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
た
め
に
フ
ォ
ー
ト
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
結
果
債
務
に
お
い
て
は
、
結
果
の
不
実
現
そ
の
も
の
が
債
務
不
履
行
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
務
者
の
行
為
態
様
は
問
題
と
な
ら
ず
、
一
見
す
る
と
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
は
契
約
責
任
の
成
立
要
件
で
は

な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
思
慮
深
い
債
務
者
は
約
束
を
守
っ
て
結
果
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
の
不
実
現
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
が
債
務
者
の
所
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
債
務
者
に
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
手
段
債
務
に
お
け
る
と
結
果
債
務
に
お
け
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
在
的
事
由
に
よ
ら
な
い
あ
ら
ゆ
る
債
務
不
履
行
が
契
約
上
の

フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
債
務
に
お
い
て
は
結
果
の
不
実
現
、
手
段
債
務
に
お
い
て
は
行
為
義
務
違
反

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
債
務
不
履
行
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
外
在
的
事
由
に
よ
ら
な
い
場
合
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る（

62
）。

　

⑵　

こ
の
よ
う
な
マ
ゾ
ー
の
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
に
関
す
る
理
解
を
ふ
ま
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
帰
結
が
導
か
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
契

約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
は
、
債
務
者
の
所
為
に
よ
る
（
外
在
的
事
由
に
よ
ら
な
い
）
債
務
不
履
行
で
あ
る
が
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
は
不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
債
務
者
の
所
為
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
不
可
抗
力

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
不
可

抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
て
、
債
務
不
履
行
が
債
務
者
の
所
為
に
よ

る
も
の
と
い
え
な
く
な
る
結
果
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
も
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
る（

63
）。

三　

以
上
の
よ
う
な
マ
ゾ
ー
の
見
解
に
お
い
て
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
排
斥
さ
れ
る
と
も
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
不
可
抗
力
が
直
接
作
用
す
る
の
は
、
因
果
関
係
に
対
し
て
で
あ
る（

64
）。

こ
こ
に
い
う
因
果
関
係
は
債
務
者
の
所
為
を
始
点
と

　
（
二
〇
四
七
）
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し
、
債
務
不
履
行
を
終
点
と
す
る
因
果
関
係
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　

こ
の
点
に
関
し
、
マ
ゾ
ー
は
、
因
果
関
係
に
は
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
は
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の

間
の
因
果
関
係
で
あ
り
、
債
務
不
履
行
は
債
務
者
の
所
為
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
は
、
債
務
不
履
行
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
で
あ
り
、
被
害
者
が
賠
償
を
求
め
る
損
害
は
、
債
務
者
に
課
せ
ら
れ
た
債
務
の
不
履

行
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る（

65
）。

そ
し
て
、
マ
ゾ
ー
は
、
不
可
抗
力
に
よ

っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
は
、
前
者
の
因
果
関
係
だ
と
し
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
マ
ゾ
ー
は
、
手
段
債
務
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
を
論
じ
る
実
益
に
乏
し
い
と
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
手
段
債
務
の
不
履
行
を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
が
行
為
義
務
に
違
反
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
と

同
義
に
帰
す
る
と
こ
ろ
、
当
該
行
為
義
務
違
反
が
債
務
者
の
所
為
に
よ
る
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
債
務
者

の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
が
、
債
務
不
履
行
と
別
途
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る（

66
）。

第
三
款　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
ル
ー
メ
の
見
解

一　

前
款
で
み
た
マ
ゾ
ー
の
見
解
は
、
債
務
者
の
所
為
に
よ
る
（
外
在
的
事
由
に
よ
ら
な
い
）
債
務
不
履
行
が
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成

す
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
お
い
て
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
債
務
者
の
行
為
態
様

に
対
す
る
評
価
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
か
か
る
見
解
は
、
フ
ォ
ー
ト
の
概
念
を
著
し
く
客
観
化
す
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
客
観
化
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
フ
ォ
ー
ト
は
あ
く
ま
で
債
務
者
の
行
為
態
様
の
評
価

を
必
要
と
す
る
も
の
だ
と
し
つ
つ
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
必
ず
し
も
フ
ォ
ー
ト
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
立
場
も
登
場
し
て
い

　
（
二
〇
四
八
）
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る
と
こ
ろ
で
あ
る（

67
）。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
ル
ー
メ
の
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
属
す
る
。

　
　

ラ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
は
、
常
に
、
債
務
者
の
行
為
態
様
に
つ
い
て
の
評
価
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
手

段
債
務
の
場
合
に
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
フ
ォ
ー
ト
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
債
務
の
場
合
に
は
、
債
務

者
の
行
為
態
様
に
つ
い
て
評
価
を
加
え
る
こ
と
が
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
な
債
務
の
不
履
行
か
ら
生
じ
る
契
約
責
任
は
客
観
的
責
任
で
あ

っ
て
、
そ
の
成
立
要
件
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
は
不
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
段
債
務
の
場
合
に
は
、
債
務
者
は
フ
ォ
ー
ト
の
不
存

在
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
が
、
結
果
債
務
の
場
合
に
は
、
債
務
者
は
フ
ォ
ー
ト
の
不
存
在
に
よ
っ
て
は
免
責
さ
れ
得
な
い
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る（

68
）。

こ
の
よ
う
な
ラ
ル
ー
メ
の
見
解
は
、
結
果
債
務
と
手
段
債
務
と
で
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
の
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の

要
否
に
相
違
が
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
に
実
体
法
上
の
意
義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

二　

ラ
ル
ー
メ
は
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
証
明
し
た
場
合
に
免
責
さ
れ
る
の
は
、
結
果
不
実
現
の
原
因
が
債
務
者
で
は
な
く
不
可
抗
力
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
の
所
為
が
損
害
発
生
の
原
因

と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
因
果
関
係
が
欠
け
る
の
だ
と
す
る（

69
）。

以
下
で
は
、
ラ
ル
ー
メ
が
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
に
至
っ
た
過
程

に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

⑴　

ラ
ル
ー
メ
は
、
民
事
責
任
は
、
被
害
者
に
生
じ
た
損
害
が
被
害
者
以
外
の
者
の
所
為
に
起
因
す
る
場
合
に
生
じ
る
も
の
だ
と
い
う
考

え
方
を
前
提
と
し
、
因
果
関
係
は
、
民
事
責
任
の
本
質
的
要
件
で
あ
っ
て
、
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
民
事
責
任
は

生
じ
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
ラ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
民
法
典
一
一
四
七
条
お
よ
び
一
一
四
八
条
は
、
契
約
責
任
の
分
野
に
お
い
て
も

因
果
関
係
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
因
果
関
係
が
必
要
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
結
果
債
務
の
場
合
も
手
段
債
務
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
が
、
結
果
債
務
の
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
が
あ
れ
ば
、
そ
の
債
務
不
履

行
が
債
務
者
の
所
為
に
起
因
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
不
可
抗
力
の
証
明
は
、
債
務
不
履
行
が
債
務
者
の
所
為
で
は
な
く
不
可
抗
力

　
（
二
〇
四
九
）
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に
起
因
す
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
か
ら
、
前
記
推
定
は
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る（

70
）。

　
　
　

な
お
、
ラ
ル
ー
メ
は
、
債
務
者
が
、
そ
の
所
為
が
損
害
の
発
生
原
因
と
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
も
責
任
を
負
う
と
約
束
し
て

い
る
よ
う
な
債
務
類
型
の
存
在
も
認
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
債
務
は
、
保
障
債
務
（obligation de garantie

）
と
呼
ば
れ
る
。
保

障
債
務
に
お
い
て
は
、
債
務
者
は
、
結
果
の
不
達
成
が
あ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
責
さ
れ
な
い
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
、
不
可
抗
力
の
証
明
に
よ
っ
て
も
免
責
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
保
障
債
務
は
、
そ
の
不
履
行
か
ら
生
じ
る
契
約
責
任
の
成

立
要
件
と
し
て
、
因
果
関
係
を
要
求
し
な
い
点
、
つ
ま
り
、
債
権
者
に
生
じ
た
損
害
が
債
務
者
に
帰
責
で
き
な
い
場
合
に
も
債
務
者
の

損
害
賠
償
義
務
を
認
め
る
と
い
う
点
で
、
厳
密
に
は
、
狭
義
の
民
事
責
任
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る（

71
）。

　

⑵　

ラ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
結
果
債
務
の
場
合
で
あ
っ
て
も
手
段
債
務
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
上
述
の
よ
う
な
不
可
抗
力
の
機
能
に
変
わ

る
と
こ
ろ
は
な
い
。
手
段
債
務
に
お
い
て
も
、
債
務
者
が
同
様
の
状
況
に
お
か
れ
た
勤
勉
な
債
務
者
で
あ
れ
ば
と
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為

態
様
を
と
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
、
債
務
者
に
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と
は
全
く
別
の
問
題
と
し
て
、
債

務
者
の
フ
ォ
ー
ト
が
損
害
発
生
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
不
可
抗
力
の
問
題
が
現
れ
る
こ
と
と
な
る（

72
）。

し

た
が
っ
て
、
手
段
債
務
の
場
合
に
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
不
存
在
は
債
務
者
が
契
約
責
任
を
免
れ
る
理
由
と
な
る
が
、
仮
に
契
約

上
の
フ
ォ
ー
ト
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
損
害
の
原
因
で
は
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
は
契
約
責
任
を
免
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
な

場
合
に
は
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
と
債
権
者
が
被
っ
た
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
不
可
抗

力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
の
始
点
は
債
務
者
の
所
為
で
あ
る
が
、
こ
の
債
務
者
の
所
為
は
、
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
（fautif （

73
））

で

あ
る
（
手
段
債
務
の
場
合
）
と
否
（
結
果
債
務
の
場
合
）
と
を
問
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
ラ
ル
ー
メ
の
見
解
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
こ
と
自
体
か
ら
、
不
可
抗
力
に
よ

る
免
責
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
（
二
〇
五
〇
）



契
約
責
任
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
位
置
づ
け

 

三
七
七

同
志
社
法
学　

五
八
巻
五
号

三　

マ
ゾ
ー
と
ラ
ル
ー
メ
と
は
、
い
ず
れ
も
、
不
可
抗
力
が
作
用
す
る
対
象
は
因
果
関
係
だ
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
両
見
解
に
は
、

類
似
性
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
の

理
解
に
相
違
点
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　

す
な
わ
ち
、
マ
ゾ
ー
と
ラ
ル
ー
メ
と
で
は
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
の
終
点
に
関
す
る
考
え
方
に
相
違
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ゾ
ー
は
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
の
始
点
は
債
務
者
の
所
為
で
あ
り
、
終
点
は
債
務
不
履
行
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ラ
ル
ー
メ
は
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
の
始
点
に
つ
い
て
は
、
マ
ゾ
ー
同
様
、

債
務
者
の
所
為
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
終
点
は
、
結
果
債
務
で
あ
る
と
手
段
債
務
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
結
果
不
実
現
（
な
い
し
損
害
）

だ
と
考
え
て
い
る（

74
）。

ラ
ル
ー
メ
が
、
マ
ゾ
ー
と
は
異
な
っ
て
、
不
可
抗
力
が
手
段
債
務
に
お
い
て
も
、
結
果
債
務
と
同
様
に
機
能
す
る
と

考
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

た
だ
し
、
ラ
ル
ー
メ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
手
段
債
務
の
場
合
と
結
果
債
務
の
場
合
と
で
は
、
次
の
よ
う
な
相
違
点
が
存
在
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
手
段
債
務
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
が
契
約
責
任
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
、
原
則
と
し
て
、
債
権
者

が
、
債
務
者
に
フ
ォ
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
担
す
る
。
こ
の
た
め
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係

の
始
点
は
、
必
然
的
に
特
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
の
立
証
責
任
は
、
原
則
と
し
て
、
債
権
者
が
負
担

す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
結
果
債
務
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
は
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
上
、
債

務
者
の
所
為
と
結
果
不
実
現
と
の
間
の
因
果
関
係
は
債
務
不
履
行
が
あ
れ
ば
推
定
さ
れ
、
こ
の
推
定
は
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
し
か
覆
ら

な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
の
始
点
は
必
ず
し
も
特
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
（
二
〇
五
一
）
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第
四
款　

ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
の
見
解

一　

マ
ゾ
ー
の
い
う
よ
う
な
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
は
、
民
法
典
一
一
三
七
条
一
項
と
一
一
四
七
条
の
〝
二
律
背
反
〞
に
関
す
る
解

釈
論
を
前
提
と
し
て
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
一
三
七
条
一
項
と
一
一
四
七
条
を
、
い
ず
れ
も
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内

容
・
判
断
方
法
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
解
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
の
注
意
は
善
良
な
家
父
の
そ
れ
で
足
り
る
と
す
る
一
一
三

七
条
一
項
と
、
債
務
者
は
外
在
的
事
由
に
よ
っ
て
し
か
免
責
さ
れ
得
な
い
と
す
る
一
一
四
七
条
と
の
間
に
は
二
律
背
反
が
存
在
す
る
こ
と

と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
マ
ゾ
ー
は
、
一
一
三
七
条
一
項
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
基
準
を
一
般
的
に
定
め
た
規
定
で
は
な
く
、
一
定

の
契
約
類
型
（
手
段
債
務
の
場
合
）
に
お
い
て
債
務
者
が
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
の
内
容
、
つ
ま
り
債
務
の
内
容
を
定
め
た
規
定
で
あ
る

の
に
対
し
、
一
一
四
七
条
は
契
約
責
任
の
成
立
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
両
条
文
は
扱
っ
て
い
る
問
題
場
面
を
異
に
す
る
と
考
え
て
、

上
記
の
よ
う
な
〝
二
律
背
反
〞
は
生
じ
な
い
と
主
張
す
る（

75
）。

こ
の
よ
う
に
、
債
務
内
容
の
問
題
と
契
約
責
任
の
問
題
が
峻
別
さ
れ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
マ
ゾ
ー
は
、
債
務
内
容
は
契
約
類
型
に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
の
債
務
内
容
次
第
で
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内
容
・
判
断

方
法
が
異
な
る
と
い
う
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
債
務
内
容
の
問
題
と
契
約
責
任
の
問
題
と
を
峻
別
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
一
一
三
七
条
一
項
と
一
一
四
七
条
と
の
間

に
矛
盾
が
存
在
し
得
る
こ
と
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
の
見
解
で
あ
る（

76
）。

タ
ン
ク
は
、
責
任
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
る

フ
ォ
ー
ト
が
義
務
違
反
（
債
務
不
履
行
）
と
定
義
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
債
務
の
内
容
の
問
題
は
、
責
任
の
有
無
の
判
断
に
お
け
る
唯
一
の

法
的
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
解
決
さ
れ
れ
ば
、
あ
と
は
そ
の
債
務
が
履
行
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
事
実
の
問
題
が
残
る
に
す
ぎ
な
い
と

指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
不
存
在
が
導
か
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
債
務
の
内
容
の
問
題
と

不
可
抗
力
の
問
題
と
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
し
て
い
る
。

二　

タ
ン
ク
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
排
斥
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
見
解
を
も
う
少
し

　
（
二
〇
五
二
）
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詳
し
く
み
て
み
よ
う（

77
）。

　
　

タ
ン
ク
は
、
ま
ず
、
契
約
責
任
は
フ
ォ
ー
ト
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
場

合
に
、
債
務
者
が
、
単
に
フ
ォ
ー
ト
の
不
存
在
を
証
明
す
る
だ
け
で
は
免
責
さ
れ
ず
、
不
可
抗
力
を
証
明
し
な
け
れ
ば
解
放
さ
れ
な
い
場

合
を
認
め
る
こ
と
は
「
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
だ
」
と
す
る
。
フ
ォ
ー
ト
が
責
任
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
債
務
者
が
責
任
を
負

う
か
免
責
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
ー
ト
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る（

78
）。

　
　

ま
た
、
タ
ン
ク
は
、
債
務
者
に
完
璧
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
債
務
の
内
容
は
債
務
者
が
一
定
の
注
意
を
尽
く
す
こ
と
で
あ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
望
ん
だ
結
果
が
不
達
成
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
厳
密
に
は
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
と
は
い

え
ず
、
フ
ォ
ー
ト
も
存
在
し
な
い
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
債
務
者
が
結
果
を
実
現
す
る
に
至
る
ま
で
に
は
、
様
々
な
障
害
を
乗
り
越
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
障
害
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
、
債
務
者
に
課
さ
れ
た
注
意
義
務
、
つ
ま
り
、
契
約
上
の
債
務
の
内

容
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
当
該
債
務
が
〝
手
段
債
務
〞
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
、〝
結
果
債
務
〞

と
評
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
す
る（

79
）。

つ
ま
り
、
タ
ン
ク
は
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論

を
実
体
法
上
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
は
認
め
ず
、
こ
れ
に
訴
訟
法
上
の
意
義
（
立
証
責
任
の
転
換
と
い
う
限
度
で
の
意
義
）
し
か
認
め

な
い（

80
）。

　
　

こ
の
よ
う
な
タ
ン
ク
の
立
場
を
前
提
と
す
れ
ば
、
免
責
事
由
た
る
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
帰
責
根
拠
た
る
フ
ォ
ー

ト
の
不
存
在
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
り
、
し
か
も
、
こ
こ
に
い
う
フ
ォ
ー
ト
は
、
債
務
者
の
行
為
態
様
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
タ
ン
ク
の
い
う
不
可
抗
力
は
、「
債
務
者
の
注
意
、
活
動
と
反
対
の
方
向
に
は
た
ら
く
あ
ら
ゆ
る
作
用
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
克

服
す
る
た
め
に
は
、
債
務
者
が
契
約
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
以
上
の
程
度
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と

と
な
る（

81
）。

そ
し
て
、
債
務
者
が
、
そ
の
債
務
の
履
行
に
あ
た
り
、
契
約
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
注
意
を
払
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
（
二
〇
五
三
）
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当
事
者
が
望
ん
だ
結
果
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
債
務
の
履
行
は
、
契
約
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
べ
き
と
さ
れ
る
障
害
以

上
の
障
害
、
つ
ま
り
、
不
可
抗
力
事
象
に
衝
突
し
た
と
い
え
る
と
さ
れ
、
契
約
上
債
務
者
に
課
さ
れ
た
注
意
と
不
可
抗
力
と
は
、「
絶
対

的
な
相
関
関
係
（corrélation absolue

）」
に
あ
る
と
さ
れ
る（

82
）。

　
　

そ
れ
ゆ
え
、
タ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
結
局
、
不
可
抗
力
の
証
明
と
債
務
者
が
契
約
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
こ
と
の
証

明
と
は
、
い
ず
れ
も
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
立
証
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
前
者
は
、
結
果
の

達
成
を
妨
げ
た
具
体
的
事
象
の
証
明
で
あ
り
、
後
者
は
、
債
務
者
に
よ
っ
て
、
通
常
で
あ
れ
ば
結
果
へ
と
導
か
れ
る
べ
き
行
為
が
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
結
果
不
実
現
の
障
害
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
通
常
必
要
な
注
意
が
尽
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る（

83
）。

　
　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
タ
ン
ク
は
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
証
明
し
た
場
合
に
免
責
さ
れ
る
の
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
不
存
在
が
証
明
さ
れ
る
か
ら
だ
と
主
張
し
て
い
る（

84
）。

そ
う
す
る
と
、
タ
ン
ク
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
契
約
上
の
フ
ォ

ー
ト
の
内
容
も
、
不
可
抗
力
も
、
契
約
に
よ
っ
て
債
務
者
に
課
さ
れ
て
い
た
注
意
義
務
の
程
度
如
何
に
よ
っ
て
、
変
化
可
能
な
概
念
で
あ

る
こ
と
と
な
る
。
結
局
、
タ
ン
ク
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
、
債
務
者
が
当
該
事
象
を
乗
り
越

え
る
た
め
に
必
要
な
注
意
義
務
を
、
契
約
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

三　

タ
ン
ク
の
よ
う
な
見
解
を
前
提
と
し
た
場
合
、
不
可
抗
力
に
関
す
る
伝
統
的
な
三
要
件
は
維
持
し
得
な
く
な
る（

85
）。

そ
れ
と
い
う
の
も
、

不
可
抗
力
が
予
見
不
能
か
つ
抵
抗
不
能
と
い
う
性
質
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
債
務
者
に
は
、
予
見
不
能
で
あ
っ
て
、
全
く
乗
り
越
え
ら
れ

な
い
よ
う
な
も
の
以
外
の
障
害
は
す
べ
て
乗
り
越
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
高
度
な
注
意
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る

が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
債
務
者
が
契
約
に
よ
っ
て
負
う
債
務
は
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
そ
の
程
度
が
変
化
し
得
る
も
の

で
あ
り
、
通
常
は
善
良
な
家
父
の
注
意
で
あ
る
と
す
る
民
法
典
一
一
三
七
条（

86
）に

反
す
る
か
ら
で
あ
る（

87
）。

タ
ン
ク
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら

れ
る
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
伝
統
的
な
三
要
件
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
債
務
者
の
履
行
を
阻
害
し
た
障
害
（
事
象
）
が

　
（
二
〇
五
四
）
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存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
が
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
か
否
か
は
、
債
務
者
が
当
該
事
象
を
予
見
し
得
た
か
、
抵
抗
し
得
た
か
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
債
務
者
が
当
該
事
象
を
乗
り
越
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
結
論
す
る（

88
）。

　
　

こ
の
よ
う
な
タ
ン
ク
の
見
解
は
、
彼
が
、
契
約
責
任
の
基
礎
が
フ
ォ
ー
ト
に
あ
る
と
主
張
し
、
か
つ
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論

を
実
体
法
上
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
は
認
め
な
い
で
い
る
こ
と
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
ン
ク
の
よ
う
に
、

契
約
責
任
の
基
礎
が
フ
ォ
ー
ト
に
あ
る
と
し
つ
つ
、
結
果
の
実
現
そ
の
も
の
を
債
務
の
内
容
と
し
て
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
債
務
者
に
行

為
義
務
違
反
が
な
く
フ
ォ
ー
ト
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
契
約
責
任
は
そ
の
根
拠
を
失
い
、
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な

る
。
こ
れ
に
対
し
、
結
果
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
の
債
務
者
の
免
責
可
能
性
を
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
定
し
、
か
つ
、

不
可
抗
力
の
要
件
は
伝
統
的
な
三
要
件
、
つ
ま
り
、
外
部
性
、
予
見
不
能
性
、
抵
抗
不
能
性
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
フ

ォ
ー
ト
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
そ
の
免
責
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
。
こ
れ
ら
の

帰
結
の
間
に
重
大
な
矛
盾
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
は
、
債
務
者
に
平

均
的
な
注
意
義
務
の
み
を
課
し
て
不
可
抗
力
の
要
件
を
緩
和
す
る
か
、
債
務
者
の
注
意
義
務
の
程
度
を
引
き
上
げ
て
、
全
く
抵
抗
で
き
な

い
よ
う
な
障
害
以
外
は
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
方
策
が
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
タ
ン
ク
は
、

こ
の
う
ち
の
前
者
の
方
策
を
と
り
、
不
可
抗
力
の
要
件
に
つ
い
て
伝
統
的
な
三
要
件
を
採
用
せ
ず
、
不
可
抗
力
が
フ
ォ
ー
ト
の
不
存
在
を

裏
側
か
ら
見
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る（

89
）。

第
五
款　

ボ
リ
ス
・
ス
タ
ル
ク
の
見
解

一　

マ
ゾ
ー
や
タ
ン
ク
が
契
約
責
任
の
基
礎
を
フ
ォ
ー
ト
に
求
め
て
い
る
の
に
対
し
、こ
れ
を
明
確
に
批
判
す
る
見
解
が
存
す
る
。ボ
リ
ス
・

　
（
二
〇
五
五
）
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ス
タ
ル
ク
の
見
解
で
あ
る
。
ス
タ
ル
ク
は
、
契
約
責
任
に
関
し
て
、
保
障
理
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
前
述
し
た
、
不
法
行
為

責
任
と
契
約
責
任
に
関
す
る
二
元
説
の
理
解
に
近
似
す
る
見
解
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

90
）。

　
　

ス
タ
ル
ク
の
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
古
く
は
、
人
間
の
意
思
だ
け
で
は
、
債
務
の
発
生
源
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

超
越
的
真
実
（vérité transcendante

）
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
し
、
ド
マ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
約
束
（engagem

ent

）
の
拘
束
力

が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
当
時
、
契
約
の
多
く
は
誓
約
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
契
約
の
不
履
行
は
宗
教
上
の
罪
で

も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
意
思
主
義
（autonom

ie de la votonté

）
の
理
論
が
開
花
し
、「
適
法

に
形
成
さ
れ
た
合
意
（convention

）
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
法
律
に
代
わ
る
」（
一
一
三
四
条
一
項
）
と
い
う
、
合
意

原
則
（PA

C
T

A
 SU

N
T

 SE
R

VA
N

D
A

）
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
契
約
上
の
債
務
の
存
在
や
内
容
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

合
意
を
解
釈
し
て
当
事
者
意
思
を
探
求
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
上
記
債
務
の
存
在
と
内
容
が
確
定
す
れ
ば
、
あ
と
は
そ

の
実
現
の
確
保
が
問
題
と
な
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
契
約
外
の
正
当
化
根
拠
は
必
要
な
い
と
の
見
解
が
導
か
れ
る
に
至
っ
た
。
合

意
を
根
拠
と
す
る
契
約
保
障
理
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
合
意
原
則
で
は
（
契
約
責
任
の
基
礎
と
し
て
）
不
十
分
で
あ
る
と
す

る
見
解
が
登
場
し
、
通
説
は
契
約
責
任
の
分
野
に
フ
ォ
ー
ト
の
概
念
を
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る（

91
）。

　
　

こ
れ
に
対
し
、
ス
タ
ル
ク
は
、
契
約
責
任
の
分
野
に
フ
ォ
ー
ト
を
持
ち
込
む
こ
と
は
無
用
で
あ
っ
て
有
害
で
し
か
な
い
と
主
張
し
、
契

約
保
障
理
論
へ
の
回
帰
を
提
案
す
る
。
具
体
的
に
は
、
債
務
と
責
任
と
の
峻
別
を
否
定
し
、
契
約
責
任
は
、
強
制
履
行
と
同
様
、
契
約
か

ら
生
じ
る
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
に
与
え
ら
れ
る
救
済
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
契
約
の
拘
束
力
の
根

拠
は
当
事
者
の
意
思
に
あ
り
、
フ
ォ
ー
ト
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
責
任
も
フ
ォ
ー
ト
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

契
約
責
任
は
、
契
約
に
よ
っ
て
債
権
者
が
得
る
べ
き
利
益
の
保
障
手
段
だ
と
す
る
の
で
あ
る（

92
）。

二　

ス
タ
ル
ク
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
と
し
て
い
る（

93
）。

し
か
し
な
が
ら
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら

　
（
二
〇
五
六
）
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れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
彼
の
理
解
は
、
マ
ゾ
ー
や
ラ
ル
ー
メ
の
見
解
と
は
相
当
異
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
ス
タ
ル
ク
の
見
解
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。

　
　

ス
タ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
債
務
の
不
履
行
を
生
じ
さ
せ
る
事
象
と
し
て
は
、
①
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
故
意
（dol

）、
②
フ
ォ
ー
テ

ィ
フ
で
は
な
い
債
務
者
の
所
為
、
③
不
明
の
原
因
、
④
不
可
抗
力
な
い
し
偶
然
事
が
考
え
ら
れ
る（

94
）。

そ
し
て
、
債
権
者
が
こ
れ
ら
の
事
象

の
全
て
に
対
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
債
権
者
の
利
益
は
完
全
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
い
ず
れ
か
の

み
が
制
限
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ス
タ
ル
ク
は
、
通
説
は
、
債
権
者
の
保
護

を
、
①
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
故
意
が
不
履
行
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
限
定
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
れ
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
。

す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
、
合
意
原
則
に
則
り
、
そ
の
約
束
の
限
り
、
債
権
者
の
利
益
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
、
債

権
者
が
ど
の
範
囲
に
つ
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、約
束
（prom

esse

）
の
範
囲
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
約
束
の
範
囲
は
個
々
の
契
約
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
は
、
債
務
の
内
容
、
つ
ま
り
、
保
障
の
範
囲
に
よ
っ
て
、
フ
ォ

ー
ト
の
不
存
在
を
証
明
す
れ
ば
免
責
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
不
可
抗
力
を
証
明
し
な
い
限
り
免
責
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
と
す
る（

95
）。

そ

う
す
る
と
、
結
局
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
免
責
さ
れ
な
い
の
は
、
契
約
に
よ
る
保
障
の
範
囲
が
、
①
債

務
不
履
行
の
原
因
が
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
故
意
で
あ
っ
た
場
合
に
と
ど
ま
ら
ず
、
②
そ
の
原
因
が
債
務
者
の
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
で

は
な
い
所
為
で
あ
っ
た
場
合
や
、
③
原
因
不
明
の
場
合
を
も
含
む
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
ス
タ
ル
ク
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
契
約
責
任
か
ら
の
債
務
者
の
免
責
が
当
然
に
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
契
約
に
お
け
る
保
障
の
範
囲

が
、
不
履
行
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
を
含
ま
な
い
と
解
さ
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
証
明
し
た
場
合

に
免
責
さ
れ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
ス
タ
ル
ク
の
見
解
の
本
質
は
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
証
明
し
た
場
合
に
免

　
（
二
〇
五
七
）
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責
さ
れ
る
の
は
、
債
権
者
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
債
務
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
ま
で
は
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
点
に
あ

る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

第
三
節　

検
討
と
評
価

　

以
上
の
各
見
解
を
眺
め
て
み
る
と
、
ま
ず
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
の
関
係
で
、
不
可
抗
力
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
観
点
か

ら
み
た
と
き
に
は
、
二
つ
の
異
な
る
理
解
が
あ
り
得
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
、
タ
ン
ク
は
、
不
可
抗
力
が
排
斥
す
る
の
は
契
約
上

の
フ
ォ
ー
ト
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
見
解
は
、
不
可
抗
力
が
（
直
接
的
に
）
排
斥
す
る
の
は
因
果
関
係
だ
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
契
約
責
任
の
成
立
要
件
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
結
論
を
同
じ
く
す
る
見
解
で
あ
っ
て

も
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
と
き
に
は
、
必
ず
し
も
同
様
の
説
明
を

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
、
マ
ゾ
ー
、
ラ
ル
ー
メ
お
よ
び
ス
タ
ル
ク
は
、
い
ず
れ
も
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て

因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
の
み
か
ら
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
説
明
し
て
い
る
の
は
ラ
ル
ー
メ
の
み
で
あ
り
、

そ
の
他
の
見
解
は
、
別
の
説
明
を
付
加
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
見
解
間
の
相
違
は
、
何
に
起
因
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
結
果
債
務
に
お
け
る
場
合
と
手
段
債
務
に
お
け
る
場
合

と
に
分
け
て
、
各
見
解
の
対
立
点
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
結
果
債
務
と
は
、
結
果
の
実
現
そ
の
も
の
を
内
容
と
す

る
債
務
を
指
し
、
手
段
債
務
と
は
、
結
果
の
実
現
に
向
け
て
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
債
務
を
指
す
も
の
と
す
る
。

第
一
款　

結
果
債
務
に
お
け
る
不
可
抗
力

一　

前
節
に
お
い
て
紹
介
し
た
見
解
の
う
ち
、
タ
ン
ク
は
、
そ
も
そ
も
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
を
実
体
法
上
意
義
あ
る
も
の
と
し

　
（
二
〇
五
八
）
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て
は
認
め
て
い
な
い
。
タ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
債
務
の
内
容
は
、
常
に
債
務
者
が
一
定
の
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
結
果
の
実

現
そ
の
も
の
が
債
務
の
内
容
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
タ
ン
ク
の
見
解
に
お
い
て
、
結
果
債
務
に
お
け
る
不
可
抗

力
の
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ゾ
ー
、
ラ
ル
ー
メ
、
ス
タ
ル
ク
は
、
い
ず
れ
も
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
に
実
体
法
上
の
意
義
を
認
め
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
結
果
債
務
に
お
け
る
債
務
の
内
容
は
、
結
果
の
実
現
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ

れ
ら
の
見
解
は
、
結
果
債
務
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
。

　
　

マ
ゾ
ー
、
ラ
ル
ー
メ
、
ス
タ
ル
ク
は
、
い
ず
れ
も
、
結
果
債
務
に
お
け
る
不
可
抗
力
を
、（
直
接
的
に
は
）
因
果
関
係
を
排
斥
す
る
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
結
果
債
務
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果

関
係
の
始
点
は
債
務
者
の
所
為
で
あ
り
、
そ
の
終
点
は
結
果
不
実
現
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
結
果
債
務
に
お
い
て
、
結
果
不
実
現
は
債
務

不
履
行
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
結
局
、
結
果
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果

関
係
は
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
だ
と
い
う
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
債
務
者
の

所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
は
、
結
果
の
実
現
そ
の
も
の
を
債
務
の
内
容
と
し
て
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
顕
在
化
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
の
内
容
が
行
為
義
務
に
と
ど
ま
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
債
務
者
の
行
為
義
務
違
反
が
構
成
す
る

と
こ
ろ
の
債
務
不
履
行
が
、
債
務
者
の
所
為
と
無
関
係
に
生
じ
る
と
い
う
事
態
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な

場
合
に
は
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
想
定
し
難
い
。
こ
れ
に
対
し
、
結
果
の
実

現
そ
の
も
の
が
債
務
の
内
容
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
場
合
に
は
、
結
果
の
不
実
現
す
な
わ
ち
債
務
不
履
行
は
必
ず
し
も
債
務
者
の
所
為
か

ら
生
じ
た
も
の
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
が
乖
離
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
間
の
因

果
関
係
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
二
〇
五
九
）
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ま
た
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
結
果
債
務
に
お
い
て
、
結
果
不
実
現
つ
ま
り
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た

場
合
に
、
債
務
者
に
対
し
て
、
直
ち
に
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
債
務
者
の
所
為
と
は
無
関
係
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か

ら
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
（
契
約
責
任
）
を
、
直
ち
に
負
わ
せ
て
良
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
債
務
者
の
所
為
と
結
果
不
実
現
と

の
間
に
関
連
性
が
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
に
契
約
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
結
果
債
務
の

不
履
行
が
債
務
者
の
所
為
で
は
な
く
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
債
務
者
の
免
責
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
後
者
の
立
場
、
つ
ま
り
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
に
関
連
性
が
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
に
契
約
責
任
を
負
わ
せ
る

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
、
ラ
ル
ー
メ
の
い
う
保
障
債
務
の
場
合

に
は
、
上
記
の
よ
う
な
意
味
で
の
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
も
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
類
型
に
お
い
て
は
、

前
者
の
立
場
、
つ
ま
り
、
債
務
不
履
行
が
債
務
者
の
所
為
と
は
無
関
係
に
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
債
務
者
に
契
約
責
任
を
負
わ
せ
る

べ
き
だ
と
い
う
立
場
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二　

マ
ゾ
ー
、
ラ
ル
ー
メ
、
お
よ
び
ス
タ
ル
ク
は
、
い
ず
れ
も
、
結
果
債
務
に
お
け
る
不
可
抗
力
を
、（
直
接
的
に
は
）
因
果
関
係
を
排
斥

す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
と
い
う
点
で
は
、
相
違
が
存
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
に
つ
い
て
説
明
す
る
に
際
し
、
マ
ゾ
ー
は
、
不
可
抗
力
が
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不

履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
を
排
斥
す
る
結
果
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
が
排
斥
さ
れ
る
か
ら
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ラ
ル
ー

メ
は
、不
可
抗
力
が
因
果
関
係
を
排
斥
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
か
ら
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
説
明
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

ス
タ
ル
ク
が
、
債
権
者
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
債
務
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
ま
で
は
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
不
可
抗
力
に
よ
る

免
責
の
理
由
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
二
〇
六
〇
）
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こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
お
け
る
、
契
約
責
任
の
基
礎
に
関
す
る
理
解
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
、
詳
述
す
る
。

　
　

ま
ず
、
マ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、
契
約
責
任
の
基
礎
は
あ
く
ま
で
フ
ォ
ー
ト
に
求
め
ら
れ
る
か
ら
、
結
果
債
務
に
お
い
て
も
、
契
約
上
の
フ

ォ
ー
ト
の
有
無
が
契
約
責
任
の
成
否
を
決
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
マ
ゾ
ー
が
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、（
間

接
的
に
で
あ
っ
て
も
）
フ
ォ
ー
ト
が
排
斥
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
維
持
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
マ
ゾ
ー
は
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
の
終
点
を
債
務
不
履
行
と
し
、
こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
を
契
約
上
の

フ
ォ
ー
ト
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
結
果
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト

も
排
斥
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
で
、
フ
ォ
ー
ト
が
契
約
責
任
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
が
欠
け
れ
ば
契
約
責
任
は
成
立
し
な
い
と

い
う
フ
ォ
ー
ト
責
任
主
義
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

次
に
、
ラ
ル
ー
メ
は
、
結
果
債
務
の
場
合
に
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
を
要
求
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
立

場
は
、
契
約
責
任
の
基
礎
を
必
ず
し
も
フ
ォ
ー
ト
に
は
求
め
な
い
も
の
と
評
価
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
契
約

責
任
の
成
否
を
決
す
る
も
の
が
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
で
あ
る
必
要
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
ラ
ル
ー
メ
が
、
民
事
責
任
の
本
質
的
要
件
は

因
果
関
係
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
契
約
責
任
の
成
否
を
決
す
る
も
の
は
因
果
関
係
だ
と
考
え
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ

り
、
彼
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
因
果
関
係
が
排
斥
さ
れ
る
こ
と
自
体
か
ら
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う

な
考
え
方
の
帰
結
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

最
後
に
、
ス
タ
ル
ク
は
、
通
説
が
債
務
と
責
任
と
を
峻
別
し
て
い
る
点
を
批
判
し
、
契
約
に
よ
っ
て
直
接
約
束
さ
れ
た
現
実
の
履
行
も
、

不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
法
を
媒
介
と
し
て
生
じ
る
損
害
賠
償
も
、
い
ず
れ
も
、
当
事
者
の
意
思
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
は
、
契
約
責
任
は
単
な
る
救
済
手
段
に
す
ぎ
ず
、
契
約
に
よ
る
約
束
の
強
制
力
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
来
の
債

　
（
二
〇
六
一
）
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務
が
損
害
賠
償
に
変
形
し
て
い
る
も
の
と
も
い
え
る
と
し
て
い
る（

96
）。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
と
す
れ
ば
、
契
約
責
任
の
成
否
は
、
契

約
に
よ
る
約
束
、
つ
ま
り
債
権
債
務
の
内
容
次
第
で
、
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う（

97
）。

ス
タ
ル
ク
が
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
債
務
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
ま
で
は
債
務
者
の
利
益
が
保
障
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
款　

手
段
債
務
に
お
け
る
不
可
抗
力

一　

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ゾ
ー
は
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
の
は
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
だ

と
考
え
て
お
り
、
手
段
債
務
に
お
い
て
は
、
か
か
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
実
益
に
乏
し
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
タ
ル
ク
に
よ

れ
ば
、
手
段
債
務
に
お
い
て
は
、
債
権
者
の
保
護
は
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
故
意
が
不
履
行
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
お
い
て
は
、
手
段
債
務
の
場
合
に
、
不
可
抗
力
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
事
実
上
な
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
タ
ン
ク
や
ラ
ル
ー
メ
は
、
手
段
債
務
に
お
い
て
も
不
可
抗
力
が
問
題
と
な
る
余
地
を
認
め
て
い
る
。
ま
ず
、
タ
ン
ク

に
よ
れ
ば
、
彼
の
い
う
〝
結
果
債
務
〞
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
存
在
を
否
定
す
る
た
め
に
、
不
可
抗
力
を
立

証
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、不
可
抗
力
と
契
約
に
よ
っ
て
債
務
者
に
課
さ
れ
た
注
意
と
は
、「
絶
対
的
な
相
関
関
係
」
に
あ
る
と
さ
れ
、

不
可
抗
力
は
、
フ
ォ
ー
ト
を
排
斥
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　

他
方
、
ラ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
手
段
債
務
に
お
い
て
も
、
不
可
抗
力
は
因
果
関
係
を
排
斥
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ

に
い
う
因
果
関
係
は
、
債
務
者
の
所
為
と
結
果
不
実
現
（
な
い
し
損
害
）
と
の
間
の
因
果
関
係
で
あ
る（

98
）。

ラ
ル
ー
メ
は
、
結
果
債
務
の
場

合
と
手
段
債
務
の
場
合
と
で
、
不
可
抗
力
の
位
置
づ
け
に
相
違
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
た
だ
、
結
果
債
務
の
場
合
は
、

　
（
二
〇
六
二
）
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不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
の
始
点
で
あ
る
債
務
者
の
所
為
は
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
で
な
く
て
も
良
い
の
に
対
し
、
手
段
債
務

の
場
合
は
、
こ
れ
は
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
差
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
手
段
債
務
の
場
合
に
、
不

可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
は
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
と
結
果
不
実
現
（
な
い
し
損
害
）
と
の
間
の
因
果
関
係
だ
と
い
う
こ

と
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
手
段
債
務
に
お
い
て
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
（
行
為
義
務
違
反
）
と
債
務
不
履
行
と
は
同
義
で
あ
る
こ

と
と
な
ろ
う
か
ら
、
結
局
、
こ
こ
に
い
う
因
果
関
係
は
、
債
務
不
履
行
と
結
果
不
実
現
（
な
い
し
損
害
）
と
の
間
の
因
果
関
係
で
あ
る
と

も
言
い
得
る
。

二　

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
タ
ン
ク
と
ラ
ル
ー
メ
は
、
い
ず
れ
も
、
手
段
債
務
に
お
い
て
、
不
可
抗
力
を
問
題
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

不
可
抗
力
の
位
置
づ
け
方
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。

　
　

ひ
と
つ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
お
け
る
、
契
約
責
任
の
基
礎
に
関
す
る
理
解
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
タ
ン
ク
は
、
契
約
責
任
の
基
礎
を
フ
ォ
ー
ト
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
に
よ
れ
ば
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の

有
無
が
契
約
責
任
の
成
否
を
決
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
な
り
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
不

存
在
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
タ
ン
ク
が
、
不
可
抗
力
を
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
排
斥
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
ラ
ル
ー
メ
は
、
前
述
の
と
お
り
、
契
約
責
任
の
基
礎
を
必
ず
し
も
フ
ォ
ー
ト
に
求

め
ず
、
契
約
責
任
を
含
む
民
事
責
任
の
本
質
的
要
件
は
因
果
関
係
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
可
抗
力
を
、
因
果
関
係
を
排
斥

す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

三　

こ
こ
で
、
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
ラ
ル
ー
メ
が
、
手
段
債
務
の
場
合
に
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
と
し
て
い
る

よ
う
な
因
果
関
係
、
つ
ま
り
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
（
債
務
不
履
行
）
と
結
果
不
実
現
（
な
い
し
損
害
）
と
の
間
の
因
果
関
係
は
、
タ
ン

ク
の
見
解
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
（
二
〇
六
三
）
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こ
の
点
に
関
す
る
タ
ン
ク
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
タ
ン
ク
が
改
訂
作
業
を
行
っ
た
体
系
書
に
お
い
て
は
、
民
事
責
任

の
成
立
要
件
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、「
民
事
責
任
の
分
野
に
お
い
て
、
因
果
関
係
は
、

フ
ォ
ー
ト
と
は
別
の
要
件
を
構
成
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る（

99
）。

こ
の
よ
う
な
記
述
の
み
か
ら
判
断
す
る
と
、
タ
ン
ク
は
、
債
務
者
の
フ

ォ
ー
ト
と
は
別
に
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
と
結
果
不
実
現
と
の
間
の
因
果
関
係
を
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同

書
で
は
、「
フ
ォ
ー
ト
と
不
可
抗
力
は
、
結
果
債
務
に
お
い
て
、
債
務
者
が
当
事
者
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
結
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場

合
の
、
二
者
択
一
的
な
選
択
肢
で
あ
る（

100
）」、

あ
る
い
は
、「
債
務
者
は
、
す
る
べ
き
こ
と
を
し
た
場
合
に
は
、
免
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
不
可
抗
力
と
は
、
債
務
者
が
彼
に
課
さ
れ
た
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
指
さ
れ
た
結
果
を
得
る
こ
と
を
阻
害
し

た
事
象
に
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る（

101
）」

と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
因
果
関
係
は
フ
ォ
ー
ト
や
損
害
か
ら
全
く
区
別
し
て
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る（

102
）。

こ
れ
ら
の
記
述
に
加
え
、
上
述
の
よ
う
に
、
タ
ン
ク
が
、
契
約
上
の
債
務
の
内
容
に
つ
い
て
、
債
務

者
が
結
果
を
実
現
す
る
た
め
に
乗
り
越
え
る
べ
き
障
害
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
あ
り
、
契
約
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
べ
き
と
さ
れ
た
以
上

の
障
害
が
不
可
抗
力
事
象
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
タ
ン
ク
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
い
う
〝
結
果
債
務
〞
の
場
合

に
は
、
結
果
の
不
実
現
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
阻
害
し
た
障
害
を
乗
り
越
え
る
べ
き
注
意
義
務
が
債
務
者
に
課
さ
れ
て

い
た
か
否
か
に
よ
っ
て
、
不
可
抗
力
の
成
否
、
つ
ま
り
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
と
き
、
仮
に
債
務
者
が
注
意
義
務
を
尽
く
し
て
い
た
と
す
れ
ば
結
果
の
不
実
現
を
阻
害
し
た
事
象
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
ト
が
な
け
れ
ば
結
果
が
実
現
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
債
務
者
に
注
意
義
務
を
認
め
る
当
然
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
と
は
別
に
、
フ
ォ
ー
ト
と
結

果
不
現
実
と
の
間
の
因
果
関
係
の
有
無
が
問
題
と
な
る
余
地
は
な
い（

103
）こ

と
と
な
る
。

　
　

こ
れ
に
対
し
、
ラ
ル
ー
メ
は
、
手
段
債
務
に
お
け
る
債
務
不
履
行
の
有
無
の
問
題
と
、
債
務
不
履
行
と
結
果
不
現
実
と
の
間
の
因
果
関

　
（
二
〇
六
四
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係
の
存
否
の
問
題
と
を
、
厳
然
と
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
手
段
債
務
の
場
合
に
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
フ
ォ
ー
ト
が
債
権
者
の
被
っ
た
損
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
、
医
師
が
患

者
に
対
し
て
、
術
式
に
従
っ
た
手
術
を
施
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ト
と
無
関
係
に
生
じ
た
心
臓
停
止
に
よ
っ

て
手
術
中
に
当
該
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
こ
の
医
師
が
責
任
を
負
わ
な
い
の
は
、
仮

に
彼
に
フ
ォ
ー
ト
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
患
者
は
心
臓
停
止
に
よ
っ
て
死
亡
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る（

104
）。

　
　

こ
の
よ
う
な
結
論
の
相
違
は
、
手
段
債
務
に
お
い
て
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
、
具
体
的
な
結
果
不
実
現
を
前

提
と
し
て
こ
れ
を
回
避
す
べ
き
だ
っ
た
か
否
か
（
結
果
の
実
現
を
妨
げ
た
障
害
を
乗
り
越
え
る
べ
き
だ
っ
た
か
否
か
）
と
い
う
判
断
構
造

を
と
る
の
か
、
契
約
の
履
行
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
債
務
者
が
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
行
為
態
様
と
実
際
の
行

為
態
様
と
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
判
断
構
造
を
と
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
相
違
に
起
因
す
る
の
で
は
な

い
か
。
タ
ン
ク
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
い
う
〝
結
果
債
務
〞
に
関
し
て
は
、
前
者
の
よ
う
な
判
断
構
造
を
と
り
、
ラ
ル
ー
メ
は
後
者
の
よ

う
な
判
断
構
造
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
章　

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
や

帰
責
根
拠
と
の
関
係
を
念
頭
に
お
い
て
、
考
察
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
我
が
国
に
お
い
て
、
い
ま
だ
議
論
が
尽
く
さ

れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
、
ま
た
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
結
び
に
か
え
た
い
。

一　

前
章
に
お
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
を
実
体
法
上
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
た
場
合
、
結

　
（
二
〇
六
五
）
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果
債
務
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
が
乖
離
し
、
こ
れ
ら
の
間
に
因
果
関
係
が
観
念
さ
れ
得
る
こ
と
、
不
可
抗
力
は

か
か
る
因
果
関
係
を
排
斥
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
不
可
抗
力
が
債
務
者
の
所
為
と
債
務

不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
を
排
斥
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
結
果
債
務
を
認
め
た
場
合
に
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
関
連

性
が
全
く
な
く
と
も
契
約
責
任
を
生
じ
さ
せ
て
良
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
に
一
定
の
関
連
性
が
な

け
れ
ば
契
約
責
任
は
生
じ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
後
者
の
理
解
に
た
つ
も
の
と
い
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
　

こ
の
よ
う
な
、
契
約
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
関
連
性
が
必
要
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、

我
が
国
に
お
い
て
、
結
果
債
務
を
認
め
る
立
場
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
、
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

潮
見
教
授
は
、
一
方
で
、
結
果
実
現
保
証
が
帰
責
原
理
と
な
る
債
務
類
型
に
お
い
て
は
、「
債
権
関
係
に
入
っ
た
当
事
者
（
債
務
者
）
は
、

当
該
債
権
関
係
の
中
で
、
債
権
者
に
と
っ
て
獲
得
が
期
待
さ
れ
て
い
る
利
益
、
す
な
わ
ち
給
付
利
益
の
実
現
そ
れ
自
体
を
み
ず
か
ら
が
担

保
（
保
証
）
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
て
い
る
」
と
主
張
し
て
お
り（

105
）、

債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
関
連
性
を
不
要
と
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
同
教
授
が
、
免
責
事
由
た
る
不
可
抗
力
は
、「
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
」
と
し
て（

106
）、

こ
れ
を
狭
く
解
そ
う
と

し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
現
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い（

107
）。

し
か
し
な
が
ら
、
同
教
授
は
、
他
方
で
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
、「
契
約
類
型

上
の
危
険
分
配
あ
る
い
は
特
別
に
約
定
さ
れ
た
危
険
分
配
の
枠
を
超
え
た
障
害
」
だ
と
説
明
し
て
い
る（

108
）。

こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
保
証
さ

れ
た
事
態
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
の
原
因
が
何
で
あ
る
か
を
問
題
と
し
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
危
険
が
当
事
者
の
い
ず
れ
に
分
配
さ
れ

て
い
た
の
か
に
よ
っ
て
、
債
務
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
か
否
か
を
決
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
前
提
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

　
（
二
〇
六
六
）
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う
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
危
険
分
配
の
方
法
如
何
に
よ
っ
て
は
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
に
一
定
の
関
連
性
が
な

け
れ
ば
契
約
責
任
は
生
じ
な
い
と
い
う
理
解
に
た
つ
こ
と
も
可
能
と
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
　

こ
れ
に
対
し
、
北
川
教
授
に
よ
る
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
違
法
性
が
な
く
な
る
た
め
に
、
債
務
者
が
免
責
さ
れ
得
る

と
い
う
主
張
の
中
に
は
、
契
約
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
関
連
性
が
必
要
か
否
か
と
い
う

視
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
北
川
教
授
は
、
前
述
の
と
お
り
、
違
法
性
二
段
階
論
を
主
張
し
、
法
的
に
重
要
な
違
法

状
態
は
二
種
類
あ
る
が
、
そ
の
一
方
は
事
故
不
履
行
責
任
で
あ
っ
て
、
事
由
の
如
何
を
問
わ
ず
給
付
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

だ
け
で
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
他
方
は
、「
債
務
者
の
行
為
（
意
思
）
に
よ
り
債
務
の
不
履
行
が
発
生
し
て
い
る
場
合
」

で
あ
っ
て
、
債
務
者
の
行
為
に
よ
り
給
付
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

同
教
授
に
よ
れ
ば
、
後
者
は
、
さ
ら
に
、「
債
務
の
不
履
行
に
対
し
、
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
（
有
責
性
）
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
債
務
不
履
行
責
任
が
発
生
す
る
無
過
失
不
履
行
責
任
の
場
合
と
、
有
責
性
を
要
件
と
す
る
過
失
不
法
行
為
責
任
の
場
合
と
に
区
別

し
う
る（

109
）」。

不
可
抗
力
に
よ
っ
て
違
法
性
が
排
斥
さ
れ
得
る
の
は
、
事
故
不
履
行
責
任
以
外
の
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、「
そ
の
不

履
行
事
実
が
債
務
者
の
行
為
…
…
に
関
係
の
な
い
原
因
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
こ
と
（
天
災
地
変
や
第
三
者
の
行
為
）
を
…
…
主
張
・
立

証
す
れ
ば
、
違
法
性
は
な
い
こ
と
に
な
る（

110
）」。

以
上
を
要
す
る
に
、
北
川
教
授
の
い
う
過
失
不
履
行
責
任
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と

し
て
、
不
履
行
事
実
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
当
該
不
履
行
事
実
が
債
務
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
（
違
法
性
）、
お
よ
び
、
債
務

の
履
行
に
向
け
た
具
体
的
行
為
義
務
へ
の
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
（
有
責
性
）
が
必
要
な
類
型
で
あ
る
の
に
対
し
、無
過
失
不
履
行
責
任
は
、

契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、
有
責
性
は
不
要
で
あ
る
が
、
当
該
不
履
行
事
実
が
債
務
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
（
違
法
性
）

が
必
要
な
類
型
で
あ
る
。
ま
た
、
事
故
不
履
行
責
任
は
、
不
履
行
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
契
約
責
任
が
生
じ
る
類
型
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
分
類
の
仕
方
は
、
ラ
ル
ー
メ
に
よ
る
手
段
債
務
、
結
果
債
務
、
保
障
債
務
の
区
分
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う

　
（
二
〇
六
七
）
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に
思
わ
れ
る
。
ラ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
手
段
債
務
の
場
合
に
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、

こ
れ
と
は
別
に
、
フ
ォ
ー
ト
と
結
果
不
実
現
と
の
間
の
因
果
関
係
、
つ
ま
り
、
結
果
不
実
現
が
債
務
者
の
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
な
所
為
に
よ
っ

て
生
じ
た
こ
と
も
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
、
結
果
債
務
の
場
合
に
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
は
必
要
な
い
が
、
債

務
者
の
所
為
と
結
果
不
実
現
と
の
間
の
因
果
関
係
、
つ
ま
り
、
結
果
不
実
現
が
債
務
者
の
所
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
保
障
債
務
の
場
合
に
は
、
結
果
不
実
現
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
損
害
賠
償
義
務
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
北
川
教
授
と
ラ
ル
ー

メ
の
債
務
類
型
を
比
較
し
て
み
る
と
、
過
失
不
履
行
責
任
は
手
段
債
務
の
場
合
に
、
無
過
失
不
履
行
責
任
は
結
果
債
務
の
場
合
に
、
事
故

不
履
行
責
任
は
保
障
債
務
の
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
北
川
教
授
は
、

因
果
関
係
と
い
う
概
念
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
違
法
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
関
連
性
を

問
題
と
し
、
事
故
不
履
行
責
任
以
外
の
場
合
に
は
、
無
過
失
責
任
で
あ
っ
て
も
、
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
関
連
性
が
な

け
れ
ば
契
約
責
任
は
生
じ
な
い
と
解
し
て
い
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

二　

ま
た
、
前
章
に
お
け
る
検
討
に
よ
っ
て
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
契
約
責
任
の
基
礎
に

関
す
る
理
解
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

　
　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
議
論
を
み
た
と
き
、
森
田
教
授
が
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
債
務
者
が
免
責
さ

れ
る
の
は
、
債
務
の
「
内
容
・
射
程
が
不
可
抗
力
を
克
服
し
て
ま
で
も
結
果
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
ま
で
及
ん
で
い
な
い
」
か
ら
だ
と
し
て

い
る
点
は
、
注
目
さ
れ
る
。
森
田
教
授
の
い
う
「
債
務
の
内
容
・
射
程
」
は
、
契
約
解
釈
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ

ろ
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
契
約
責
任
の
成
否
を
、
契
約
に
お
い
て
約
束
さ
れ
た
内
容
如
何
に
よ
っ
て
決
し
よ
う
と
す
る
立
場
、
つ
ま
り
、

ス
タ
ル
ク
や
タ
ン
ク
の
よ
う
に
、
債
務
と
責
任
と
を
峻
別
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
立
場
に
つ
な
が
り
得
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

　
（
二
〇
六
八
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債
務
と
責
任
と
を
峻
別
す
る
こ
と
の
当
否
は
、契
約
責
任
の
基
礎
を
何
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
や
、契
約
責
任
の
機
能
を
、弁
済
（
契

約
利
益
の
実
現
）
と
み
る
の
か
、
賠
償
（
損
害
の
填
補
）
と
み
る
の
か
と
い
う
問
題
な
ど
、
契
約
責
任
概
念
の
根
底
に
関
わ
る
問
題
と
深

く
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
近
時
、
契
約
責
任
概
念
そ
の
も
の
の
当
否
を
考
え
直
そ
う

と
す
る
見
解
が
登
場
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て（

111
）、

活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
民
事
責
任
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
転
換

期
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る（

112
）。

こ
の
問
題
は
、
契
約
責
任
に
よ
る
損
害
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
と
い

っ
た
諸
問
題
に
も
派
生
し
て
い
く
こ
と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り（

113
）、

今
後
も
学
説
の
動
向
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

三　

さ
ら
に
、
前
章
で
の
検
討
に
お
い
て
、
手
段
債
務
の
場
合
に
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
（
債
務
不
履
行
）
と
結
果
不
実
現
と
の
間
の
因
果

関
係
が
、
フ
ォ
ー
ト
と
は
別
に
問
題
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー

ト
の
有
無
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
判
断
構
造
を
採
用
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

　
　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
議
論
を
み
た
と
き
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
た
て
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
す
な

わ
ち
、
伝
統
的
通
説
の
よ
う
に
、
帰
責
事
由
は
債
務
者
の
過
失
で
あ
る
と
し
、
か
つ
、
過
失
と
は
債
務
不
履
行
事
実
と
い
う
違
法
な
結
果

の
予
見
・
回
避
義
務
違
反
で
あ
る
と
解
し
た
場
合
に
は
、
既
に
発
生
し
て
し
ま
っ
た
債
務
不
履
行
事
実
と
い
う
結
果
を
前
提
と
し
て
、
そ

の
具
体
的
な
結
果
に
つ
い
て
、
予
見
・
回
避
義
務
が
あ
っ
た
か
否
か
を
、
事
後
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
債
務
者
に
債
務
不
履
行
事
実
を
予
見
・
回
避
す
る
義
務
へ
の
違
反
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
の
過
失
と
債
務

不
履
行
事
実
と
の
間
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
は
、
債
務
者
に
、
債
務
不
履
行
事
実
を
回
避
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
が
、

こ
れ
を
回
避
す
る
蓋
然
性
は
な
か
っ
た
場
合
の
よ
う
な
、ご
く
限
ら
れ
た
事
例
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、

北
川
教
授
や
前
田
教
授
の
よ
う
に
、
帰
責
事
由
た
る
債
務
者
の
過
失
を
、
具
体
的
行
為
義
務
違
反
な
い
し
附
随
義
務
違
反
と
解
し
た
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
義
務
の
内
容
は
事
前
に
契
約
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
行
為
規
範
と
債
務
者
の
現
実
の
行
為
と

　
（
二
〇
六
九
）
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の
間
に
齟
齬
が
あ
れ
ば
過
失
が
肯
定
さ
れ
る
と
考
え
る
余
地
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
に
は
、
債
務
者
に
過
失
は
あ
っ
た

け
れ
ど
も
、
そ
の
過
失
と
債
務
不
履
行
事
実
と
の
間
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
想
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
に
関
し
、
前
田
教
授
が
、「
帰
責
事
由
と
債
務
不
履
行
（
と
い
う
結
果
）
の
間
に
は
、『
因
リ
テ
』
と
い
う
『
因
果
関
係
』
が
存
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
過
失
の
前
提
た
る
注
意
（
行
為
）
義
務
の
違
反
が
あ
っ
て
も
、
他
の
事
由
に
因
っ
て
債
務
不
履
行
結
果
が
発

生
す
れ
ば
、『
帰
責
事
由
』
と
債
務
不
履
行
の
間
の
『
因
果
関
係
』
は
不
存
在
で
免
責
さ
れ
」
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る（

114
）。

　
　

ま
た
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
我
が
国
の
近
時
の
裁
判
例
を
眺
め
て
み
た
と
き
、
前
記
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
一
一
年
六
月
二
二
日
判
決

が
、「
過
失
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
結
果
発
生
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
予
見
す
べ
き
で
あ
り
、
結
果
の
回
避
が
で
き
、

回
避
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
倉
庫
業
者
は
「
本
件
火
災
に
つ
い
て
、
本
件
大
震
災
規
模
の
地
震
を
予
見

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
…
…
過
失
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
記
津
地
方

裁
判
所
平
成
一
七
年
八
月
四
日
判
決
が
、
補
助
参
加
人
に
ポ
ン
プ
場
運
転
管
理
業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て
善
管
注
意
義
務
違
反
の
過
失
が

あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
豪
雨
に
よ
る
洪
水
が
「
不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
補
助
参
加
人

の
…
…
善
管
注
意
義
務
違
反
の
事
実
と
、
…
…
川
が
溢
水
し
て
、
…
…
市
が
本
件
支
出
を
行
っ
た
事
実
と
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　
　

も
っ
と
も
、
上
記
の
よ
う
な
仮
説
の
当
否
に
つ
い
て
の
検
証
を
行
う
た
め
に
は
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
あ
ま
り
に
不
十
分
で
あ
る
。

契
約
責
任
に
お
け
る
過
失
の
判
断
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
疑
問
点
を
指
摘
す
る
に
止
め
ざ
る

を
得
な
い
。

四　

本
稿
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論

の
一
端
を
紹
介
・
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
可
抗
力
を
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
の
関
係
で
い
か
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て

　
（
二
〇
七
〇
）
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の
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
示
し
、
ま
た
、
契
約
責
任
の
帰
責
根
拠
や
成
立
要
件
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ

き
諸
問
題
の
一
部
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
契
約
責
任
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
意
義
や
要
件
を
ど
の
よ
う

に
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ
り
、
ま
た
、
不
可
抗
力
を
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き

か
、
ひ
い
て
は
、
契
約
責
任
の
帰
責
根
拠
や
成
立
要
件
に
つ
い
て
い
か
に
解
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
結
論
に
至
る
ま
で
に
は
、

な
お
、
解
決
す
べ
き
課
題
が
多
い
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
未
検
討
の
課
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
1
）　

一
方
で
は
、
医
療
契
約
等
の
一
定
の
類
型
に
お
い
て
、
債
務
不
履
行
と
債
務
者
の
過
失
と
が
同
化
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
（
中
野
貞
一
郎
「
診
療
債
務
の
不
完

全
履
行
と
証
明
責
任
」
唄
孝
一
＝
有
泉
亨
編
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
四
』
七
一
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
四
年
）〔『
過
失
の
推
認
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
）

所
収
、
九
一
頁
以
下
〕
以
降
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
も
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。）、
他
方
で
は
、
債
務
者
が
無
過
失
を
立
証
し
て
も
免
責
さ
れ
な
い
責
任

類
型
を
認
め
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
後
述
す
る
。）。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
た
っ
た
場
合
、
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
と
き
に
な
お
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　

ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
、「
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
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
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
は
、「『
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
。

（
2
）　

伊
澤
孝
平
「
不
可
抗
力
の
意
義
㈠
（
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
）
な
ど
。
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―

」
Ｊ
Ｃ
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
。

（
3
）　

奥
田
昌
道
編
『
注
釈
民
法
⑽
債
権
⑴
』
三
九
三
・
三
九
四
頁
〔
北
川
善
太
郎
〕（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）。

（
4
）　

こ
れ
に
対
し
、
不
可
抗
力
は
「
人
の
統
御
力
が
及
ば
な
い
か
ら
損
害
賠
償
責
任
の
帰
責
を
認
め
る
の
は
酷
だ
と
し
て
、
免
責
事
由
と
さ
れ
る
も
の
を
一
般
的
に
指

　
（
二
〇
七
一
）
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す
こ
と
ば
に
す
ぎ
」
ず
、「
理
論
的
な
意
味
の
と
ぼ
し
い
用
語
で
あ
」
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
加
藤
一
郎
「『
不
可
抗
力
』
に
つ
い
て
」
法
学
教
室
一
号
五
四
頁

（
一
九
八
〇
年
）〔『
民
法
ノ
ー
ト
（
上
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
所
収
、
一
三
七
頁
以
下
〕。）、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
様
々
な
責
任
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
を

統
一
的
・
抽
象
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
帰
責
根
拠
や
成
立
要
件
を
異
に
す
る
責
任
分
野
に
お
い
て
、

免
責
事
由
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
分
野
に
お
け
る

不
可
抗
力
の
役
割
を
解
明
す
る
必
要
性
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

な
お
、
加
藤
教
授
は
、
不
可
抗
力
に
関
し
て
、「
過
失
責
任
原
則
の
下
で
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
の
問
題
は
、
過
失
が
な
い
、
ま
た
は
、
因
果
関
係
が
な
い
と

い
う
形
で
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
を
欠
く
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
不
可
抗
力
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
」
と
し
、「
無
過
失
責
任
に

お
い
て
は
、
不
可
抗
力
が
免
責
事
由
ま
た
は
減
責
事
由
と
し
て
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
不
可
抗
力
の
内
容
は
不
明
確
で
あ
り
、
具
体
的
に
そ
の
内
容
・
程
度

を
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
（
五
四
頁
）。

（
5
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
四
七
条
は
、「
債
務
者
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
側
に
な
ん
ら
悪
意
が
存
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
履
行
が
そ
の
者
の

責
め
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
外
在
的
事
由cause étrangère

か
ら
生
じ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
と
き
は
す
べ
て
、
あ
る
い
は
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
あ

る
い
は
履
行
の
遅
滞
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
る
。」
と
規
定
し
、
こ
の
外
在
的
事
由
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
、
一
一
四
八
条
は
、「
債

務
者
が
、
不
可
抗
力force m

ajeure

又
は
偶
然
事cas fortuit

の
結
果
と
し
て
、
債
務
を
負
っ
た
も
の
を
与
え
、
若
し
く
は
行
う
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
、
又
は
禁
じ
ら
れ

た
こ
と
を
行
っ
た
と
き
は
、
い
か
な
る
損
害
賠
償
も
生
じ
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
条
文
訳
に
つ
い
て
は
、
特
に
断

ら
な
い
限
り
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典―

物
権
・
債
権
関
係―

』（
法
曹
会
、
一
九
八
二
年
）
に
拠
る
こ
と
と
す
る
。

（
6
）　

北
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
一
八
頁
、
吉
田
・
前
掲
注
（
1
）
五
頁
以
下
、
中
田
裕
康
「
民
法
四
一
五
条
・
四
一
六
条
（
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
）」
広
中
俊

雄
＝
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
Ⅲ
』
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、一
九
九
八
年
）。
た
だ
し
、日
本
民
法
四
一
五
条
は
、フ
ラ
ン
ス
民
法
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
ス
イ
ス
債
務
法
の
積
極
的
な
摂
取
が
な
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
い
く
つ
か
の
国
々
の
立
法
例
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
日
本
独
自
も
の
と
評
価
で
き

る
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
石
崎
泰
雄
「
債
務
不
履
行
法
体
系
の
基
本
構
造―
履
行
遅
滞
・
履
行
不
能
・
不
完
全
履
行
の
三
分
体
系
の
検
討―

」
早
稲
田
大
学
大

学
院
法
研
論
集
五
一
号
七
頁
（
一
九
八
九
年
））。

（
7
）　

た
だ
し
、
こ
の
違
法
性
は
、
一
般
的
に
は
、
留
置
権
や
同
時
履
行
の
抗
弁
権
と
い
っ
た
、
債
務
の
不
履
行
を
正
当
化
す
る
事
由
が
存
在
し
な
い
と
い
う
形
で
現
れ

る
と
さ
れ
る
。

（
8
）　

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

　
（
二
〇
七
二
）
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一
九
七
二
年
）
な
ど
。

（
9
）　

我
妻
・
前
掲
注
（
8
）
一
四
五
頁
、
於
保
・
前
掲
注
（
8
）
九
三
頁
な
ど
。

（
10
）　

於
保
・
前
掲
注
（
8
）
九
三
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版
〕』
一
四
〇
頁
（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。
多
数
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

（
11
）　

伊
沢
孝
平
「
不
可
抗
力
と
民
事
責
任
」
関
西
大
学
法
学
会
編
『
木
村
教
授
在
職
三
十
年
記
念
論
文
集
』
一
八
五
頁
（
関
西
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
六
〇
年
）

な
ど
。
有
力
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

（
12
）　

於
保
博
士
は
、
厳
格
な
意
味
で
の
不
可
抗
力
を
「
異
常
の
事
変
ま
た
は
最
高
度
の
事
変
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
以
来
、
債
務
者
に
無
過
失
責
任
を
お
わ
せ
る
場
合
に
、

そ
の
免
責
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
（
於
保
・
前
掲
注
（
8
）
九
六
頁
。
奥
田
・
前
掲
注
（
10
）
一
二
五
頁
も
参
照
。）。

（
13
）　

北
川
善
太
郎
「
債
務
不
履
行
に
お
け
る
有
責
性
」
法
学
論
叢
一
一
八
巻
四
・
五
・
六
号
一
一
二
頁
（
一
九
八
六
年
）。
北
川
教
授
が
、
こ
れ
ら
具
体
的
行
為
義
務
に
つ

い
て
、
そ
の
懈
怠
に
よ
っ
て
直
ち
に
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
い
う
具
体
的
行

為
義
務
は
、
給
付
義
務
や
安
全
・
保
護
義
務
と
い
っ
た
法
的
義
務
と
は
異
な
り
、
訴
求
可
能
性
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同
頁
）。

（
14
）　

前
田
達
明
「
債
務
不
履
行
責
任
の
構
造
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
〇
七
号
二
頁
（
一
九
八
六
年
）〔『
民
法
随
筆
』（
成
文
堂
、
一
九
八
九
年
）
所
収
、
一
一
七
頁
以
下
〕）。

前
田
教
授
も
、
北
川
教
授
同
様
、
附
随
義
務
は
、
原
則
と
し
て
訴
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
法
規
や
契
約
に
よ
っ
て
履
行
義
務
に
高
め
ら

れ
た
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
履
行
義
務
を
守
る
た
め
の
附
随
義
務
が
存
在
し
、
そ
の
違
反
が
過
失
と
な
る
と
す
る
（
同
頁
）。

（
15
）　

同
教
授
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
背
景
に
は
、
過
失
責
任
主
義
を
帰
責
根
拠
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
を
善
管
注
意

義
務
違
反
で
あ
る
と
し
、
そ
の
注
意
義
務
の
基
準
を
「
標
準
人
」
の
そ
れ
と
考
え
た
場
合
、「
債
務
者
個
人
が
ど
れ
ほ
ど
注
意
し
て
い
て
も
、
そ
の
人
の
能
力
が
劣
っ

て
い
て
、
彼
の
能
力
で
は
債
務
不
履
行
結
果
を
予
見
な
い
し
回
避
し
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、『
標
準
人
』
な
ら
で
き
た
と
い
う
場
合
は
免
責
さ
れ
」
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
契
約
責
任
が
債
務
者
の
「
意
思
」
と
は
無
関
係
に
帰
責
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
契
約
責
任
に
お
い
て
「
意
思
ド
グ
マ
」
は
妥
当
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
で
あ
る
（
前
田
達
明
『
口
述　

債
権
総
論
〔
第
三
版
〕』
一
三
七
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
三
年
））。

（
16
）　

北
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
九
五
頁
。

（
17
）　

北
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
九
五
・
三
九
六
頁
。

（
18
）　

北
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
八
四
頁
以
下
。
な
お
、
北
川
教
授
は
、
後
者
の
場
合
を
、
さ
ら
に
、「
債
務
の
不
履
行
に
対
し
、
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
（
有
責
性
）

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
不
履
行
責
任
が
発
生
す
る
無
過
失
不
履
行
責
任
の
場
合
と
、
有
責
性
を
要
件
と
す
る
過
失
不
履
行
責
任
の
場
合
と
に
区
別
し
う
る
」

と
す
る
。

　
（
二
〇
七
三
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（
19
）　

北
川
教
授
は
、
債
務
不
履
行
事
実
と
違
法
性
と
を
別
の
要
件
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
両
者
間
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
認
め
、「
不
履
行
類
型
へ
の
該
当
性
が
あ
れ
ば
違

法
性
の
存
在
を
一
応
推
定
さ
れ
る
と
解
し
う
る
」
と
す
る
（
北
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
八
六
頁
）。
ま
た
、
同
教
授
は
、
違
法
性
を
規
範
的
要
件
で
あ
る
と
し
、
違
法

性
は
不
履
行
類
型
へ
の
該
当
事
実
と
不
履
行
原
因
事
実
と
を
総
合
的
に
判
断
し
て
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
、
不
履
行
事
実
が
債
務
者
の
行
為
と
関
係
の
な

い
原
因
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
違
法
性
の
評
価
障
害
事
実
で
あ
る
と
す
る
（
三
八
七
・
三
八
八
頁
）。

（
20
）　

北
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
八
八
頁
。
な
お
、
同
教
授
は
、
事
故
不
履
行
責
任
の
場
合
は
、
債
務
不
履
行
事
実
が
主
張
・
立
証
さ
れ
れ
ば
原
因
事
実
の
如
何
を
問
わ

ず
に
違
法
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
債
務
者
は
同
時
履
行
の
抗
弁
権
等
の
違
法
性
阻
却
事
由
を
抗
弁
と
し
て
主
張
で
き
る
に
と
ど
ま
る
と
し
、
ま
た
、
無
過
失
不
履

行
責
任
の
場
合
に
、
債
務
者
の
行
為
に
よ
る
違
法
状
態
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
の
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
る
。

（
21
）　

北
川
・
前
掲
注
（
3
）
四
一
三
頁
。

（
22
）　

前
田
・
前
掲
注
（
15
）
一
五
三
・
一
五
四
頁
。

（
23
）　

前
田
・
前
掲
注
（
15
）
一
四
四
頁
以
下
、
一
五
四
頁
。

（
24
）　

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
）。
結
局
、
同
教
授
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
契
約
に
よ
り
約
束
し

た
債
務
内
容
か
ら
逸
脱
し
た
こ
と
が
債
務
不
履
行
で
あ
る
こ
と
と
な
り
、
債
務
不
履
行
が
あ
れ
ば
、
不
可
抗
力
等
の
な
い
限
り
、
債
務
者
は
免
責
さ
れ
な
い
。
も
っ

と
も
、
債
務
者
が
約
束
す
る
債
務
内
容
に
は
、
結
果
実
現
保
証
と
具
体
的
行
為
義
務
と
が
あ
り
、
前
者
の
場
合
は
、
債
務
者
は
無
過
失
を
も
っ
て
抗
弁
と
な
し
得
ず
、

不
可
抗
力
の
な
い
限
り
免
責
さ
れ
な
い
が
、
後
者
の
場
合
は
、
債
務
者
は
無
過
失
で
あ
れ
ば
（
具
体
的
行
為
義
務
違
反
が
な
け
れ
ば
）
免
責
さ
れ
る
（
そ
も
そ
も
債

務
不
履
行
が
な
い
）
こ
と
と
な
る
。

（
25
）　

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
五
六
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
〕。

（
26
）　

こ
こ
で
、
結
果
の
実
現
そ
の
も
の
を
債
務
の
内
容
と
考
え
る
こ
と
は
、
債
権
・
債
務
観
に
関
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
債
権
・

債
務
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
根
底
か
ら
覆
す
こ
と
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
、
伝
統
的
に
、
債
権
の
本
質
に
つ
い
て
、

「
特
定
の
人
を
し
て
特
定
の
行
為
を
な
さ
し
め
る
権
利
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
き
た
（
我
妻
・
前
掲
注
（
8
）
五
頁
、
於
保
・
掲
注
⑻18

頁
な
ど
。）。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
、

債
権
関
係
に
つ
い
て
、
債
権
者
が
債
権
関
係
を
通
じ
て
獲
得
し
よ
う
と
す
る
利
益
（
債
権
者
利
益
）
を
中
心
に
、
そ
の
実
現
を
保
障
す
る
体
系
と
し
て
債
権
関
係
を

と
ら
え
な
お
そ
う
と
い
う
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。
結
果
の
実
現
そ
の
も
の
を
債
務
の
内
容
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
と
親
和
的
な

も
の
と
い
え
よ
う
。

　
（
二
〇
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（
27
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
24
）
二
七
〇
・
二
七
一
頁
。

（
28
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
24
）
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
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
八

頁
〔
内
田
発
言
〕）。

（
29
）　

森
田
・
前
掲
注
（
25
）
一
五
八
・
一
五
九
頁
。

（
30
）　

森
田
・
前
掲
注
（
25
）
一
六
三
頁
。
森
田
教
授
に
よ
る
帰
責
事
由
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
加
藤
雅
信
ほ
か
「﹇
鼎
談
﹈
瑕
疵
担
保
責
任
を
語
る
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
二
一
二
号
一
三
頁
以
下
﹇
森
田
発
言
﹈（
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
。

（
31
）　

森
田
・
前
掲
注
（
25
）
一
五
九
頁
。

（
32
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
〇
八
号
二
八
八
頁
。

（
33
）　

公
刊
物
未
搭
載
。L

E
X

/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
トT

K
C

法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
文
献
番
号
二
八
一
〇
二
〇
〇
五
。

（
34
）　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
責
任
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
今
野
正
規
「
フ
ラ
ン
ス
契
約
責
任
論
の
形
成
⑴
⑵
（
三
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
五
四
巻
四
号

一
四
一
〇
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
五
四
巻
五
号
一
八
二
四
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
五
四
巻
六
号
二
四
一
四
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
35
）　

C
h. SA

IN
C

T
E

L
E

T
T

E
, D

e la responsabilité et de la garantie, 1884.

（
36
）　

J. G
R

A
N

D
M

O
U

L
IN

, N
ature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles, 1892.

（
37
）　
「
他
人
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
人
の
所
為
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
、
過
失
（faute

）
に
よ
っ
て
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
者
に
、
そ
れ
を
賠
償
す
る
義
務

を
負
わ
せ
る
」（
括
弧
内
筆
者
）。

（
38
）　

古
典
的
二
元
説
、
一
元
説
、
修
正
二
元
説
の
登
場
と
議
論
の
展
開
に
関
し
て
は
、
平
野
裕
之
「
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
契
約
責
任
論
の
胎
動―

完

全
性
利
益
の
侵
害
と
契
約
責
任
論―

」
法
律
論
叢
六
〇
巻
四
・
五
号
六
一
五
頁
（
一
九
八
八
年
）、
同
「
二
〇
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
契
約
責
任
論
の
展
開―

完
全
性
利
益
の
侵
害
と
契
約
責
任
論―

」
同
六
〇
巻
六
号
四
五
頁
（
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

（
39
）　

こ
れ
に
対
し
、
不
法
行
為
責
任
に
関
し
て
は
、
日
本
民
法
に
お
け
る
と
同
様
、
加
害
者
の
フ
ォ
ー
ト
が
明
文
上
、
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

一
三
八
二
条
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
37
）
を
参
照
。

（
40
）　

以
上
の
よ
う
な
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
森
田
・
前
掲
注
（
25
）
一
三
一
頁
以
下
。

（
41
）　

G
. C

O
R

N
U

, V
ocabulaire juridique 8

e éd., P
U

F, 2000.

　
（
二
〇
七
五
）
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（
42
）　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
結
果
債
務
・
手
段
債
務
区
分
論
に
つ
い
て
は
、
森
田
・
前
掲
注
（
25
）
が
詳
細
に
紹
介
・
分
析
し
て
い
る
。

（
43
）　

外
在
的
事
由
に
は
、
不
可
抗
力
の
ほ
か
、
債
権
者
の
所
為
（fait du créancier

）
や
、
第
三
者
の
所
為
（fait d ’un tiers

）
も
含
ま
れ
る
が
、
不
可
抗
力
の
効
果
が

全
部
免
責
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
二
者
の
効
果
は
一
部
免
責
に
と
ど
ま
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
債
権
者
の
所
為
や
第
三
者
の
所
為
も
、
不
可
抗
力
の
要

件
を
み
た
せ
ば
、
不
可
抗
力
と
し
て
、
全
部
免
責
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
、
注
意
を
要
す
る
。

（
44
）　

こ
の
「
不
可
抗
力
」
と
「
偶
然
事
」
と
が
同
義
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
、
解
釈
上
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
45
）　

こ
れ
ら
要
件
は
、
不
変
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
生
成
過
程
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
有
意
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
目
的
か
ら
外

れ
る
た
め
、
そ
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
46
）　

前
掲
注
（
41
）。

（
47
）　

F. C
H

A
B

A
S, G

az. P
al., 1984, doct., p.109.

（
48
）　

R
ép. C

iv. D
alloz, 1997, V

is C
ontrats et obligation, R

esponsabilité civile, par F. C
H

A
B

A
S, nos 43 , 58 et s.

（
49
）　

R
ép. C

iv. D
alloz, supra note 48, n

os 12 et s.

（
50
）　

R
ép. C

iv. D
alloz, supra note 48, n

o 27.

（
51
）　

R
ép. C

iv. D
alloz, supra note 48, n

os 31 et s.

（
52
）　

R
ép. C

iv. D
alloz, supra note 48, n

os 40 et s.

（
53
）　

R
ép. C

iv. D
alloz, supra note 48, n

o 31.

（
54
）　

不
予
見
理
論
と
は
、
主
と
し
て
継
続
的
契
約
に
お
い
て
、
偶
発
の
事
故
ま
た
は
不
可
抗
力
と
は
い
え
な
い
事
情
の
変
更
に
よ
っ
て
、
そ
の
履
行
が
契
約
締
結
当
時

に
債
務
者
の
予
期
し
た
も
の
よ
り
は
る
か
に
負
担
に
な
る
場
合
に
、
そ
の
債
務
者
に
契
約
の
解
除
、
解
約
ま
た
は
改
訂
を
要
求
す
る
権
利
を
認
め
る
と
い
う
理
論
で

あ
り
、
我
が
国
で
い
う
事
情
変
更
の
原
則
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
不
予
見
理
論
に
関
し
て
は
、
五
十
嵐
清
『
契
約
と
事
情
変
更
』
三
六
頁
以
下
（
有
斐
閣
、

一
九
六
九
年
）
を
参
照
。

（
55
）　

H
. M

A
Z

E
A

U
D

, E
ssai de classification des obligation, R

T
D

 civ. 1936. 1, n
o 38.

（
56
）　

こ
の
問
題
に
関
す
る
マ
ゾ
ー
の
見
解
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、H

.M
A

Z
E

A
U

D
, R

esponsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, R
T

D
 civ. 1929. 

551. 

も
参
照
。

（
57
）　

H
. M

A
Z

E
A

U
D

, supra note 55, n
os 56 et s.

　
（
二
〇
七
六
）
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な
お
、
マ
ゾ
ー
は
、「
結
果
債
務obligations de résultat

」「
手
段
債
務obligations de m
oyens

」
と
い
う
用
語
を
用
い
ず
、「
確
定
債
務obligation 

déterm
inée

」「
熟
慮
・
注
意
債
務obligation générale de prudence et diligence

」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
変
わ
ら
な
い
。

（
58
）　

H
. M

A
Z

E
A

U
D

, supra note 55, n
o 45 et s.

（
59
）　

H
., L

. et J. M
A

Z
E

A
U

D
, L

eçon de droit civil, Tom
e II, 2

e éd., M
ontchreatien, 1962, n

o 452.

（
60
）　

H
., L

. et J. M
A

Z
E

A
U

D
, supra note 59, n

o 574.

（
61
）　

結
論
と
し
て
は
、
マ
ゾ
ー
と
同
じ
く
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
、
フ
ォ
ー
ト
と
因
果
関
係
の
双
方
が
排
斥
さ
れ
る
と
す
る
見
解
で
あ
っ
て
も
、
マ
ゾ
ー

と
は
異
な
る
考
え
方
か
ら
、
同
様
の
帰
結
を
導
い
て
い
る
見
解
も
存
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
・
ヴ
ィ
ネ
ー
は
、
不

可
抗
力
は
、「
債
務
者
が
、
損
害
の
発
生
に
際
し
て
、
極
め
て
付
随
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
と
同
時
に
、
債
務
者
の
態
度
が
何
ら
非
難
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
こ
と
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
可
抗
力
は
複
数
の
要
件
（
フ
ォ
ー
ト
と
因
果
関
係
）
に
対
し
て
作
用
す
る
と
す
る
。
ヴ
ィ
ネ
ー
に
よ
れ
ば
、
一

方
で
、
不
可
抗
力
事
象
の
乗
り
越
え
が
た
い
と
い
う
性
質
は
債
務
者
の
関
与
の
消
極
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
因
果
関
係
の
問
題
に
関
係
し
、
他
方
で
、
不

可
抗
力
の
予
見
不
能
や
抵
抗
不
能
性
は
、
債
務
者
が
そ
れ
以
上
上
手
く
行
動
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
フ
ォ
ー
ト
の
問
題
に

関
係
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
（G

. V
IN

E
Y, T

raité de droit civil, L
es obligation L

a responsabilité : conditions, L
.G

.D
.J., 1982, n

o 403.

）。

（
62
）　

H
. M

A
Z

E
A

U
D

, supra note 55, n
os 56 et s. ; H

., L
. et J. M

A
Z

E
A

U
D

, supra note 59, n
o 436.

（
63
）　

つ
ま
り
、
マ
ゾ
ー
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内
容
の
一
部
と
し
て
、
当
該
債
務
不
履
行
が
債
務
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、

不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
当
該
契
約
違
反
は
債
務
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
と
考
え
て

い
る
も
の
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
不
可
抗
力
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内
容
と
し
て
の
債
務
者
の
所
為
と
債
務
不
履
行
と
の
間
の
因
果
関
係
を
排
斥
す
る
事
由

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
64
）　

こ
の
こ
と
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
＝
リ
ペ
ー
ル
が
、
マ
ゾ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
フ
ォ
ー
ト
の
排
斥
で
は
な
く
因
果
関
係
の
排
斥
に
よ
っ
て

説
明
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
プ
ラ
ニ
オ
ル
＝
リ
ペ
ー
ル
は
、
そ
の
上
で
、
マ
ゾ
ー
の
見
解
は
、
通
常
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
不
履

行
が
損
害
の
物
質
的
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
因
果
関
係
で
は
な
く
、
そ
の
肯
否
の
判
断
を
す
る
た
め
に
は
債
務
者
の
行
為
態
様
の
評
価
を
必
要
と
す

る
道
徳
的
因
果
関
係
（causalité m

orale

）
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
て
い
る
（M

. P
L

A
N

IO
L

 et G
. R

IP
E

R
T, D

roit civile 

français, Tom
e V

I, 2
e éd.,L

.G
.D

.J., 1952, n
o 383.

）。

（
65
）　

H
., L

. et J. M
A

Z
E

U
D

, T
raité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, Tom

e II, 6
e éd., M

ontchrestien, 1970, n
o 

　
（
二
〇
七
七
）
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1433.
（
66
）　

H
., L

. et J. M
A

Z
E

A
U

D
, supra note 59, n

o 574.
（
67
）　

義
務
違
反
と
い
う
客
観
的
要
素
を
も
っ
て
フ
ォ
ー
ト
を
一
元
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
そ
の
客
観
的
要
素
の
ほ
か
に
主
観
的
要
素
を
加
え
て
二
元
的
に

こ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
関
し
て
は
、
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
るfaute

の
概
念
」
我
妻
先
生
還
暦
記
念
『
損
害
賠
償
責
任
の
研
究　

上
』

一
〇
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
を
参
照
。

（
68
）　

C
. L

A
R

R
O

U
M

E
T, D

roit civil, Tom
e III, L

es obligations, le contrat, 5e éd., E
conom

ica, 2003, n
o 607.

（
69
）　

C
. L

A
R

R
O

U
M

E
T, supra note 68, n

o 720.

（
70
）　

C
. L

A
R

R
O

U
M

E
T, supra note 68, n

o 610.

（
71
）　

C
. L

A
R

R
O

U
M

E
T, supra note 68, n

o 659.

（
72
）　

C
. L

A
R

R
O

U
M

E
T, supra note 68, n

o 720.

（
73
）　

フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
（fautif

）
と
は
、
フ
ォ
ー
ト
（faute

）
の
形
容
詞
形
で
あ
る
。
こ
れ
を
、「
違
法
な
」、
ま
た
は
「
有
責
な
」
と
訳
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
不
正

確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
当
該
形
容
詞
（fautif

）
が
修
飾
す
る
名
詞
が
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
な
」

と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
74
）　

ラ
ル
ー
メ
は
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
に
は
、
債
務
者
の
所
為
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
を
問
題
と
し
、
結
果
債

務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
推
定
さ
れ
る
因
果
関
係
は
債
務
者
の
所
為
と
債
権
者
の
被
っ
た
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
（C

. 

L
A

R
R

O
U

M
E

T, supra note 68, n
o 659.

）、
不
可
抗
力
の
立
証
は
、
不
可
抗
力
事
象
が
債
務
不
履
行
（
債
務
不
履
行
結
果
つ
ま
り
結
果
不
実
現
を
指
す
も
の
と
思
わ

れ
る
。）
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
、
結
果
債
務
に
お
い
て
、
債
務
不
履
行
、
つ
ま
り
、
債
権
者
が
満
足
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
を

立
証
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
債
務
不
履
行
は
債
務
者
の
所
為
に
帰
責
さ
れ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と
も
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
（C

. L
A

R
R

O
U

M
E

T, supra note 68, 

n
o 659.

）、
ラ
ル
ー
メ
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
と
し
て
い
る
因
果
関
係
は
、
正
確
に
は
、
債
務
者
の
所
為
と
結
果
不
実
現
と
の
間
の
因
果
関
係
で
あ
る
と

考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
75
）　

H
. M

A
Z

E
A

U
D

, supra note 55, n
os 43 et s. ; H

., L
. et J. M

A
Z

E
A

U
D

, supra note 59, n
os 435 et s.

（
76
）　

タ
ン
ク
は
、
マ
ゾ
ー
ら
に
よ
る
体
系
書
の
改
訂
作
業
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
タ
ン
ク
に
よ
る
改
訂
版
に
お
い
て
は
、
債
務
内
容
と
責
任
の
峻
別
の
可
否
に
関
す
る

部
分
は
、
マ
ゾ
ー
ら
に
よ
る
旧
版
を
批
判
す
る
形
で
論
述
さ
れ
て
い
る
（H

. et L
. M

A
Z

E
A

U
D

 et A
. T

U
N

C
, T

raité théorique et pratique de la responsabilité 

　
（
二
〇
七
八
）
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civile délictuelle et contractuelle, Tom
e I, 6

e éd., M
ontchrestien, 1965, n

os 662 et s.

）。

（
77
）　

本
稿
で
紹
介
す
る
タ
ン
ク
の
見
解
は
、
基
本
的
に
、A

. T
U

N
C

, F
orce m

ajeure et absence de faute en m
atière contractuelle, R

T
D

 civ. 1945. 235.

中
で
示

さ
れ
た
も
の
に
依
拠
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
78
）　

A
. T

U
N

C
, supra note 77, n

o 1.

（
79
）　

A
. T

U
N

C
, supra note 77, n

o 3.

（
80
）　

こ
の
点
に
関
す
る
タ
ン
ク
の
見
解
に
関
し
て
は
、A

. T
U

N
C

, L
a distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence, JC

P
 1945. I. 449.

も
参
照
。

（
81
）　

A
. T

U
N

C
, supra note 77, n

o 3.

（
82
）　

A
. T

U
N

C
, supra note 77, n

os 9 et 18.

（
83
）　

A
. T

U
N

C
, supra note 77, n

o 5.

（
84
）　

結
論
と
し
て
は
、
タ
ン
ク
と
同
じ
く
、
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
フ
ォ
ー
ト
が
排
斥
さ
れ
る
と
す
る
見
解
で
あ
っ
て
も
、
タ
ン
ク
と
は
異
な
る
考
え
方

か
ら
、
同
様
の
帰
結
を
導
い
て
い
る
見
解
も
存
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
＝
リ
ペ
ー
ル
は
、
民
法
典
一
一
四
七
条
は
、
フ

ォ
ー
ト
を
強
く
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
通
常
の
推
定
で
あ
れ
ば
フ
ォ
ー
ト
の
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
推
定
が
覆
さ
れ
る
の
に
対
し
、
か
か
る
強
い

推
定
の
場
合
に
は
、
損
害
の
原
因
が
不
明
で
あ
る
限
り
、
債
務
者
が
そ
の
発
生
に
何
ら
の
寄
与
も
し
て
い
な
い
の
か
否
か
が
不
明
で
あ
る
か
ら
覆
さ
れ
な
い
と
し
て

い
る
。
か
か
る
推
定
を
覆
す
た
め
に
は
、
債
務
者
は
、
損
害
発
生
状
況
が
全
て
明
ら
か
に
な
っ
た
上
で
、
債
務
者
の
行
為
態
様
に
過
誤
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
（M

. P
L

A
N

IO
L

 et G
. R

IP
E

R
T, supra note 64, n

os 377 et s.

）。

（
85
）　

タ
ン
ク
は
、
マ
ゾ
ー
ら
に
よ
る
体
系
書
の
改
訂
作
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
タ
ン
ク
に
よ
る
改
訂
版
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
要
件
に
関
す
る
論
述
は
、
旧
版
と
異
な

る
こ
と
を
明
示
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
（H

. et L
. M

A
Z

E
A

U
D

 et A
. T

U
N

C
, T

raité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 

contractuelle, Tom
e II, 5

e éd., M
ontchrestien, 1958, n

os 1563 et s.
）。

（
86
）　

同
条
一
項
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
で
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
同
条
二
項
は
、「
こ
の
義
務
は
、
一
定
の
契
約
に
関
し
て
は
、
拡
大
さ
れ
、
又

は
縮
小
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
効
果
は
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
章
で
説
明
さ
れ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
87
）　

A
. T

U
N

C
, supra note 77, n

os 10 et s.

（
88
）　

A
. T

U
N

C
, supra note 77, n

o 18.

　
（
二
〇
七
九
）
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（
89
）　

A
. T

U
N

C
, supra note 77, n

o 18.
（
90
）　

B
. S

T
A

R
C

K
, E

ssai d
’u

n
e th

éorie gén
érale d

e la R
esp

on
sabilité C

ivile con
sid

érée en
 sa d

ou
ble fon

ction
 d

e G
aran

tie et d
e P

ein
e P

rivée, L
. 

R
odstein , 1947, p.271 et s.

　
　
　

な
お
、
ス
タ
ル
ク
は
、
不
法
行
為
の
分
野
に
お
い
て
も
保
障
理
論
を
展
開
し
て
い
る
が
（
不
法
行
為
の
分
野
に
お
け
る
ス
タ
ル
ク
の
保
障
理
論
に
つ
い
て
は
、
淡

路
剛
久
「
ス
タ
ル
ク
教
授
の
民
事
責
任
論―

『
保
障
理
論
』
を
中
心
に
し
て―

」
日
仏
法
学
一
〇
号
一
頁
（
一
九
七
九
年
）
を
参
照
。）、
契
約
責
任
の
分
野
に

お
け
る
保
障
理
論
は
、
不
法
行
為
の
分
野
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
り
、
危
険
理
論
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
、
危
険
の

負
担
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
保
障
と
い
う
考
え
方
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ス
タ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
は
、

一
方
当
事
者
の
「
利
益
（profit

）」
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
他
方
当
事
者
の
「
負
担
（charge

）」
と
は
、
契
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
お
り
、
契
約
か
ら
生
じ
る
危

険
は
債
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
91
）　

B
. ST

A
R

C
K

, supra note 90, p.271 et s.

（
92
）　

B
. ST

A
R

C
K

, supra note 90, p.290 et s.

（
93
）　

B
. ST

A
R

C
K

, D
roit civil: obligation, L

ibrairies techniques, 1972, n
o 735.

（
94
）　

B
. ST

A
R

C
K

, supra note 90, p.275.

（
95
）　

B
. ST

A
R

C
K

, supra note 90, p.276 et s.

（
96
）　

B
. ST

A
R

C
K

, supra note 90, p.291 et s.

（
97
）　

こ
れ
に
対
し
、
通
説
の
よ
う
に
、
債
務
と
責
任
と
を
峻
別
し
た
場
合
に
は
、
債
務
内
容
へ
の
違
反
が
あ
れ
ば
債
務
不
履
行
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ

だ
け
で
契
約
責
任
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
契
約
責
任
の
成
立
要
件
が
充
た
さ
れ
た
場
合
に
、
当
初
の
契
約
と
は
一
応

別
の
法
律
関
係
と
し
て
、
契
約
責
任
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
98
）　

こ
れ
に
対
し
、
上
述
の
と
お
り
、
マ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
因
果
関
係
の
終
点
は
、
あ
く
ま
で
債
務
不
履
行
で
あ
る
。
マ
ゾ
ー
の
よ

う
に
、
契
約
責
任
の
基
礎
を
フ
ォ
ー
ト
に
求
め
た
と
き
に
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
契
約
責
任
は
そ
の
基
礎
を
失
う
こ
と
に
な
る
結
果
、

債
務
者
は
契
約
責
任
を
負
わ
な
い
と
解
す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
お
い
て
は
、
フ
ォ
ー
ト
が
契
約
責
任
の
帰
責
の
限
界
を
画
す
る
べ
き
こ
と
と

な
り
、
免
責
事
由
た
る
不
可
抗
力
は
、
常
に
、
フ
ォ
ー
ト
の
排
斥
に
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
そ
の
た
め
、
マ
ゾ
ー
の
い
う
因
果
関
係
は
、
契
約
上
の
フ
ォ

ー
ト
の
範
囲
内
の
も
の
、
つ
ま
り
、
債
務
不
履
行
を
終
点
と
す
る
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
因
果

　
（
二
〇
八
〇
）
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関
係
が
顕
在
化
す
る
の
は
結
果
債
務
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
手
段
債
務
の
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
は
、
債
務
者
の
行
為
義
務
違
反
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

債
務
不
履
行
が
債
務
者
の
所
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
99
）　

H
. et L

. M
A

Z
E

A
U

D
 et A

. T
U

N
C

, supra note 85, n
o 1425 et s.

（
100
）　

H
. et L

. M
A

Z
E

A
U

D
 et A

. T
U

N
C

, supra note 76, n
o 664.

（
101
）　

H
. et L

. M
A

Z
E

A
U

D
 et A

. T
U

N
C

, supra note 76, n
o 667.

（
102
）　

H
. et L

. M
A

Z
E

A
U

D
 et A

. T
U

N
C

, supra note 85, n
o 1425. 

そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
場
合
、
被
告
が
「
外
来
原
因
」
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
フ
ォ

ー
ト
と
因
果
関
係
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
い
う
。

（
103
）　

こ
れ
に
対
し
、
タ
ン
ク
は
、
彼
の
い
う
〝
手
段
債
務
〞
の
場
合
に
は
、
フ
ォ
ー
ト
と
は
別
に
、
フ
ォ
ー
ト
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
問
題
に
な
る
と
し
、
た

だ
し
、
そ
の
よ
う
な
因
果
関
係
は
、
外
来
原
因
と
の
関
係
で
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（H

. et L
. M

A
Z

E
A

U
D

 et A
. T

U
N

C
, supra note 85, 

no1432.

）。
そ
う
す
る
と
、
タ
ン
ク
は
、〝
結
果
債
務
〞
の
場
合
と
〝
手
段
債
務
〞
の
場
合
と
で
、
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
方
法
を
違
え
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

（
104
）　

C
. L

A
R

R
O

U
M

E
T, supra note 68, n

o 720.

（
105
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
24
）
二
七
五
頁
。

（
106
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
24
）
二
七
八
・
二
七
九
頁
。

（
107
）　

も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
、
保
証
責
任
に
お
い
て
、
保
証
さ
れ
た
事
態
が
発
生
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
余
地
を
一
般
的
に
認
め
る

こ
と
の
当
否
は
、
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
108
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
24
）
二
七
〇
・
二
七
一
頁
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
任
意
に
設
定
さ
れ
得
る
危
険
分
配
の
枠
次
第
で
、
不
可
抗
力
概
念
が
伸
縮
す
る

可
能
性
す
ら
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
と
、
保
証
責
任
と
い
う
性
質
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

（
109
）　

北
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
八
五
頁
。

（
110
）　

北
川
・
前
掲
注
（
3
）
三
八
八
頁
。

（
111
）　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
レ
ミ
ィ
教
授
に
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。P

h.R
É

M
Y, C

ritique du systèm
e français de responsabilité civile, D

roit et cultures 1996. 31 ; 

L
a

《responsabilité contractuelle

》: histoire d ’un faux concept, R
T

D
 civ. 1997. 323; O

bservations sur le cum
ul de la resolution et des dom

m
ages et 

　
（
二
〇
八
一
）
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intérêts en cas d ’inexécution du contrat, in m
élanges P

ierre C
ouvrat, P

U
F. 2001.121. 

こ
の
う
ち
、L

a

《responsabilité contractuelle

》: histoire d ’un 

faux concept, R
T

D
 civ. 1997. 323

に
つ
い
て
は
、
邦
語
訳
が
あ
る
（
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
））。

（
112
）　

E
. SA

VA
U

X
, L

a fin de la responsabilité contractuelle, R
T

D
 civ. 1999. 1.

（
113
）　

こ
の
よ
う
な
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、P. R

E
M

Y-C
O

R
L

A
Y, E

xécution et réparation : deux concepts ?, R
D

C
 F

évrier 2005, 13.　

な
ど
。

（
114
）　

前
田
・
前
掲
注
（
15
）
一
四
八
頁
。

﹇
後
記
﹈　

本
編
脱
稿
後
に
、
潮
見
佳
男
ほ
か
「
契
約
責
任
論
の
再
構
築
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
八
号
八
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
に
接
し
た
。 　

（
二
〇
八
二
）


