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Ⅰ　

は
じ
め
に

1　

契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
を
不
法
行
為
法
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
で
き
得
る
と
し
て
、
そ
の

際
の
要
件
や
効
果
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
。

　

我
が
国
で
は
、
従
来
、
か
か
る
第
三
者
の
契
約
法
に
よ
る
保
護
に
関
し
て
は
、
一
定
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
の

保
護
効
を
伴
う
契
約
の
理
論
の
採
否
が
古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
し（

1
）、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
特
定
承
継
論
や
契
約
群
理
論
を
紹
介
し
、
こ

れ
を
我
が
国
に
も
導
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
た（

2
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
か
か
る
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
に
関
し
て
は
、
債
務
者
と
契
約
関
係
に
な
い
第
三
者
が
不
法
行
為
法
に
よ

る
保
護
を
受
け
得
る
こ
と
は
自
明
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
か
、
議
論
の
進
展
に
乏
し
い
。
も
っ
と
も
、
議
論
が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
古
く
は
欠
陥
商
品
に
関
す
る
メ
ー
カ
ー
の
責
任
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
後
は
製
造
物
責
任
に
お
け
る
純
粋
経
済
損
失
の
問
題
と
し

て
、
一
定
の
議
論
は
な
さ
れ
て
き
た
。

　

ま
ず
、
欠
陥
商
品
に
関
す
る
メ
ー
カ
ー
の
責
任
を
め
ぐ
っ
て
は
、﹁
拡
大
損
害
（
生
命
、
財
産
に
対
す
る
被
害
）
に
対
す
る
メ
ー
カ
ー
の

不
法
行
為
責
任
⋮
⋮
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
特
に
問
題
は
な
い
﹂
の
に
対
し
、﹁
目
的
物
の
瑕
疵
や
不
具
合
・
故
障
﹂
に
つ
い
て
は
、﹁
メ

ー
カ
ー
に
よ
る
消
費
者
に
対
す
る
不
法
行
為
に
な
る
か
で
ま
ず
大
き
な
壁
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
本
来
の
給
付
価
値
の
不
実
現
に

と
ど
ま
る
段
階
は
契
約
当
事
者
間
の
契
約
責
任
で
扱
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
は
不
法
行
為
責
任
の
対
象
に
は
原
則
と
し
て
な
ら
な

い
と
解
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹂
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た（

3
）。

こ
れ
に
対
し
て
は
、﹁
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
損
害
の
種

類
を
限
定
し
て
い
な
い
民
法
七
〇
九
条
の
解
釈
と
し
て
は
、
何
ら
根
拠
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
の
批
判
が

存
在
し
た（

4
）。

も
っ
と
も
、
か
か
る
応
酬
は
、
本
来
の
給
付
価
値
の
不
実
現
に
と
ど
ま
る
段
階
で
は
契
約
責
任
の
み
で
対
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ
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る
、
つ
ま
り
、
契
約
上
の
利
益
は
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
は
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
命
題
の
当
否
に
関
す
る
理
論
的
な
対
立
点
が
必
ず
し
も

明
ら
か
に
な
ら
な
い
ま
ま
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
後
、
欠
陥
商
品
に
関
す
る
メ
ー
カ
ー
の
責
任
は
製
造
物
責
任
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
商
品
の
瑕
疵
に
よ
り
経
済

的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
の
可
否
は
、
い
わ
ゆ
る
純
粋
経
済
損
失
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
純
粋
経
済
損
失
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
問
題
状
況
を
紹
介
す
る
も
の
は
比
較
的
古
く
か
ら
存
在
し
た
も
の
の（

5
）、

我
が
国
に
お
け
る
議
論
の
主
戦
場
は
製
造
物
責
任
の
分
野
で
あ
り
、
純
粋
経
済
損
失
の
概
念
が
英
米
法
上
の
も
の
で
あ
っ
て
我
が
国
に
お
け

る
妥
当
性
の
理
論
的
根
拠
を
欠
く
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
か
ら
か（

6
）、

そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
議
論
は
事
業
者
の
逸
失
利
益
を
賠
償
範
囲
に
含
め
る

べ
き
か
否
か
と
い
う
政
策
的
な
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た（

7
）。

そ
の
た
め
、
最
近
ま
で
、
我
が
国
に
お
け
る
純
粋
経
済
損
失
に
関
す
る
議
論

が
不
法
行
為
法
一
般
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い（

8
）。

2　

こ
れ
に
対
し
、
近
時
、
製
造
物
責
任
法
の
適
用
外
の
分
野
に
お
い
て
、建
物
の
瑕
疵
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
が
建
物
の

施
工
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
を
限
定
す
る
裁
判
例
が
出
さ
れ
て
い
た
。

　

例
え
ば
、
大
阪
地
裁
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
判
決（

9
）は

、﹁
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
当
該
行
為
に
よ
り
生
命
・
身
体
・

健
康
、
所
有
権
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
法
律
上
保
護
に
値
す
る
利
益
（
い
わ
ゆ
る
完
全
性
利
益
）
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
単
に
、
契
約
に
従
っ
た
目
的
物
の
給
付
を
受
け
る
利
益
（
債
務
者
の
行
為
を
通
し
て
債
権
者
が
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
）
の
よ

う
な
契
約
法
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
詐
欺
行
為
等
が
あ
っ
た
等
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る

余
地
は
な
く
、
右
契
約
法
上
の
利
益
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
契
約
法
上
の
責
任
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
﹂﹁
建
物
の
施
工
者
が
建

築
し
た
建
物
に
瑕
疵
が
存
在
す
る
場
合
で
も
、
右
瑕
疵
に
よ
り
、
注
文
者
や
そ
の
後
建
物
を
取
得
し
た
第
三
者
の
生
命
・
身
体
・
健
康
、
所

　
（
二
八
二
九
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

三
九
四

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

有
権
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
権
利
等
（
完
全
性
利
益
）
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
場
合
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
単
に
、
瑕
疵
の
存
在
に
よ
り
当
該

建
物
自
体
の
価
値
が
低
い
と
い
う
の
み
で
は
、
原
則
と
し
て
、
施
工
者
の
行
為
に
よ
っ
て
建
物
取
得
者
の
権
利
が
害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
﹂
と
判
示
し
て
い
る
。
同
判
決
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
契
約
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
第
三
者
に
は
原
則
と
し
て
不
法
行
為
法

に
よ
る
保
護
を
与
え
な
い
と
い
う
態
度
決
定
を
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

学
説
上
も
、後
藤
勇
元
判
事
が
、請
負
人
が
注
文
者
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
（
も
）
負
う
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、﹁
請

負
人
が
瑕
疵
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
場
合
で
も
、
注
文
者
の
権
利
を
積
極
的
に
侵
害
す
る
意
思
で
瑕
疵
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
場
合
等
特
段

の
事
情
の
な
い
限
り
、
請
負
人
は
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂、
ま
た
、﹁
債
務
者
の
責
に
帰

す
べ
き
事
由
⋮
⋮
に
よ
る
一
般
の
債
務
不
履
行
の
場
合
で
も
、当
該
債
務
不
履
行
に
よ
り
、給
付
の
目
的
物
以
外
の
債
権
者
の
一
般
法
益
（
生

命
、
身
体
等
の
人
格
的
利
益
や
、
所
有
権
等
の
財
産
権
）
を
積
極
的
に
侵
害
し
た
場
合
で
な
い
限
り
、
債
務
者
は
単
に
債
務
不
履
行
責
任
を

負
う
に
過
ぎ
ず
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
よ
う
な
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
の
主
張
を
展
開
し
て
い
た（

10
）。

3　

以
上
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
最
高
裁
平
成
一
九
年
七
月
六
日
判
決（

11
）が

出
さ
れ
た
。
同
判
決
は
、
瑕
疵
あ
る
建
物
を
取
得
し
た
第
三
者
が
、

建
物
の
設
計
者
や
施
工
者
に
対
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
概
要
次
の
と
お
り
判
示
し
て
、
不
法

行
為
の
成
立
場
面
を
違
法
性
が
強
度
で
あ
る
場
合
に
限
る
と
し
た
原
審
を
破
棄
し
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
建
物
は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
者
、
そ

こ
で
働
く
者
、
そ
こ
を
訪
問
す
る
者
等
の
様
々
な
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
建
物
の
周
辺
に
は
他
の
建
物
や
道
路
等
が
存

在
し
て
い
る
か
ら
、
建
物
は
、
こ
れ
ら
の
建
物
利
用
者
や
隣
人
、
通
行
人
等
（
以
下
、
併
せ
て
﹁
居
住
者
等
﹂
と
い
う
。）
の
生
命
、
身
体

又
は
財
産
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
な
安
全
性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
安
全
性
は
、
建
物
と
し
て
の
基
本

的
な
安
全
性
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
建
物
の
建
築
に
携
わ
る
設
計
者
、
施
工
者
及
び
工
事
監
理
者
（
以
下
、
併
せ
て
﹁
設
計
・

　
（
二
八
三
〇
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

三
九
五

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

施
工
者
等
﹂
と
い
う
。）
は
、
建
物
の
建
築
に
当
た
り
、
契
約
関
係
に
な
い
居
住
者
等
に
対
す
る
関
係
で
も
、
当
該
建
物
に
建
物
と
し
て
の

基
本
的
な
安
全
性
が
か
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
設
計
・
施
工
者

等
が
こ
の
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
建
築
さ
れ
た
建
物
に
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
居
住
者
等

の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
設
計
・
施
工
者
等
は
、
不
法
行
為
の
成
立
を
主
張
す
る
者
が
上
記
瑕
疵
の
存
在
を
知

り
な
が
ら
こ
れ
を
前
提
と
し
て
当
該
建
物
を
買
い
受
け
て
い
た
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
不

法
行
為
に
よ
る
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
。

　

同
判
決
に
つ
い
て
は
、
設
計
・
施
工
者
等
の
第
三
者
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
を
限
定
な
し
に
認
め
た
も
の
だ
と
の
評
価
が
あ
る
一
方
で（

12
）、

建
物
自
体
の
損
害
の
賠
償
は
認
め
ず
、
賠
償
範
囲
を
拡
大
損
害
に
限
る
趣
旨
に
出
た
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
お

り（
13
）、

仮
に
後
者
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
契
約
不
履
行
に
よ
っ
て
契
約
上
の
利
益
の
み
を
侵
害
さ
れ
た
第
三
者
に
は
不
法
行
為
法
に
よ
る

保
護
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

4　

以
上
概
観
し
て
く
る
と
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
が
債
務
者
に
対
し

て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
な
し
得
る
こ
と
に
は
疑
問
も
呈
さ
れ
て
お
り
、
否
定
説
は
、
契
約
上
の
利
益
は
不
法
行
為
法
に
よ

っ
て
は
保
護
さ
れ
な
い
と
の
命
題
を
基
礎
と
し
、
肯
定
説
は
、
不
法
行
為
の
要
件
、
こ
と
に
賠
償
の
対
象
た
り
得
る
損
害
の
種
類
や
性
質
に

限
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
論
拠
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
前
記
命
題
の
根
拠
が
十
分
に
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
、
製

造
物
責
任
に
関
し
て
純
粋
経
済
損
失
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
理
論
的
な
対
立
点
が
明
確
に
な
ら
な
い
ま
ま
、
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
感

が
否
め
な
い
。

　

翻
っ
て
、
不
法
行
為
の
要
件
に
限
定
が
な
け
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償

　
（
二
八
三
一
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
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請
求
は
当
然
に
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
外
の
議
論
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
我
が
国
同
様
、
不
法
行
為
の
要
件
に
限
定
が

な
く
、
純
粋
経
済
損
失
の
概
念
を
知
ら
な
い
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て（

14
）、

契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
が
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
得
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
明
の
理
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
第
三
者
が
賠
償
を
求
め
る
損
害
の
性
質
に
着
目
し
て
、
第
三
者

の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
同
国
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
よ

り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
を
不
法
行
為
法
に
よ
り
保
護
す
る
に
あ
た
り
、
何
が
問
題
と
さ
れ
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
し
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
検
討
し
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
第
三
者
が
賠
償
を
求
め
る
損
害
の
性
質
に
着
目
す
る
見
解
の
論
拠
を
分
析
し
て
お
く
こ
と
は
、
我
が
国

に
お
け
る
議
論
に
と
っ
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

5　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
我
が
国
に
お
い
て
、
今
後
な
さ
れ

る
べ
き
議
論
に
対
し
て
一
つ
の
視
角
を
提
供
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

検
討
の
順
序
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
六
日
に
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
保
護
に

関
し
て
、
破
毀
院
全
部
会
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
（
以
下
、
単
に
﹁
全
部
会
判
決
﹂
と
い
う
と
き
に
は
同
判
決
を
指
す
も
の
と
す

る（
15
）。）、

ま
ず
、
全
部
会
判
決
以
前
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
（
Ⅱ
）、
同
判
決
及
び
そ
の
後
の
議
論
状
況
を
紹
介
し
（
Ⅲ
）、
最
後
に
、

以
上
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
若
干
の
示
唆
と
今
後
の
課
題
に
言
及
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
（
Ⅳ
）。

Ⅱ　

全
部
会
判
決
以
前
の
議
論
状
況

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
三
八
二
条
は
、﹁
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
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ

　
（
二
八
三
二
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
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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
﹂
と
規
定
し（

16
）、

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
た
り
得
る
損

害
の
種
類
や
性
質
に
限
定
を
設
け
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不

法
行
為
法
に
よ
る
保
護
の
可
否
は
、
英
米
法
に
い
う
よ
う
な
経
済
損
失
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第

三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
の
可
否
と
い
う
問
題
の
一
部
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
不
法
行
為
の
要
件
に
限
定
が
な
い
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
に
対
し
て
不
法
行
為
法

に
よ
る
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
り
得
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
中
で
、
特
に
、
第
三
者
が
賠
償
を
求

め
る
損
害
の
性
質
如
何
に
よ
っ
て
、
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
否
定
さ
れ
得
る
の
は
何
故
な
の
か
。

　

こ
こ
で
は
、
全
部
会
判
決
に
至
る
ま
で
に
展
開
さ
れ
た
議
論
の
概
要
を
示
し
た
上
で
、
損
害
の
性
質
に
着
目
し
て
契
約
不
履
行
に
よ
り
損

害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
を
限
定
す
る
見
解
と
、
そ
れ
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
見
解
を
紹
介
し
検
討
す
る
こ
と

で
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
を
不
法
行
為
法
に
よ
り
保
護
す
る
に
あ
た
り
何
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
か
を
探

り
た
い
。

1　

議
論
の
概
要

⑴
　
破
毀
院
第
一
民
事
部
と
同
商
事
部
の
対
立

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
保
護
は
、
古
く
は
、
黙
示
の
第
三
者
の
た
め
の
約
定
の
理
論（

17
）に

よ
っ
て
、

そ
の
後
は
、
特
定
承
継
論（

18
）や

契
約
群
理
論（

19
）を

基
礎
と
し
て
、
一
定
の
第
三
者
に
直
接
訴
権
を
認
め
、
債
務
者
の
契
約
責
任
を
拡
張
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
図
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
契
約
責
任
拡
張
の
流
れ
は
、﹁
下
請
人
が
注
文
主
と
契
約
関
係
に
な
い
以
上
、

下
請
人
の
注
文
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
不
法
行
為
の
性
質
を
有
す
る
﹂
と
判
示
し
た
通
称B

esse

判
決（

20
）以

降
後
退
す
る
に
至
り
、
近

　
（
二
八
三
三
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
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時
で
は
、
第
三
者
を
不
法
行
為
法
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
の
可
否
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
不
法
行
為
の
要
件
に
限
定
が
な
い
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
が
、
あ
ら
ゆ
る
契

約
的
観
点
を
離
れ
て
、
債
務
者
の
不
法
行
為
の
諸
要
件
を
主
張
立
証
し
た
場
合
に
、
債
務
者
に
対
し
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

を
な
し
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い（

21
）。

し
た
が
っ
て
、
主
た
る
問
題
は
、
第
三
者
が
、
債
務
者
の
契
約
不
履
行
の
み
を
理
由
と
し
て
、

そ
の
不
法
行
為
責
任
を
追
及
し
得
る
の
か
、
つ
ま
り
、
債
務
者
の
契
約
上
の
不
履
行
（défaillance contractuelle

）
は
民
法
典
一
三
八
二

条
に
い
う
フ
ォ
ー
ト
を
性
質
づ
け
る
に
充
分
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
契
約
上
の
フ
ォ

ー
ト
を
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
す
る
こ
と
（
以
下
、
単
に
﹁
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
﹂
と
い
う
。）
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

　

破
毀
院
第
一
民
事
部
は
、全
部
会
判
決
が
出
さ
れ
る
以
前
か
ら
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
肯
定
的
に
解
し
て
い
た（

22
）。

す
な
わ
ち
、同
部
は
、﹁
契

約
の
第
三
者
は
、
債
務
者
の
瑕
疵
あ
る
履
行
（exécution défectueuse

）
が
第
三
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
に
は
、
そ
の
不
履
行
を

援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
判
示
し（

23
）、

そ
れ
に
加
え
て
、
他
の
証
拠
の
提
出
は
不
要
で
あ
る
旨
を
付
言
す
る
こ
と
も
あ
っ
た（

24
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
破
毀
院
商
事
部
は
、﹁
契
約
当
事
者
の
所
為
は
、
そ
れ
が
契
約
上
の
債
務
へ
の
違
背
（m

anquem
ent

）
で
も
あ
る
と

し
て
も
、
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
般
的
慎
重
注
意
債
務
（obligation générale de prudence et diligence

）
へ
の
違
反
に
よ

っ
て
過
失
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
し
得
る（

25
）﹂、

あ
る
い
は
、﹁
第
三
者
は
、
不
法
行
為
責
任
に
基
づ
い
て
、
契
約
不
履
行
が
同
人
に

対
す
る
関
係
で
、
一
般
的
不
他
害
義
務
（devoir général de ne pas nuire à autrui

）
へ
の
違
背
を
構
成
し
な
い
限
り
、
そ
の
契
約
不

履
行
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（

26
）﹂

と
判
示
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
概
ね
否
定
的
に
解
し
て
い
た（

27
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
破
毀
院
内
部
で
は
対
立
が
続
い
て
お
り
、
全
部
会
に
よ
る
判
断
の
統
一
が
待
た
れ
て
い
た（

28
）。 　

（
二
八
三
四
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
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⑵
　
学
説
に
よ
る
中
間
的
解
決
の
模
索

　

学
界
で
は
、
破
毀
院
内
部
の
対
立
を
前
に
し
て
、
中
間
的
解
決
を
模
索
し
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
一
定
の
場
合
に
限
っ
て
認
め
る
見
解

が
多
数
を
占
め
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
限
定
方
法
は
論
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
契
約
上
の
債
務
に
着
目
し
て
限
定
を
施
す
も
の
、

損
害
に
着
目
し
て
限
定
を
施
す
も
の
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
大
別
で
き
る
。

　

契
約
上
の
債
務
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
論
者
と
し
て
は
、
ま
ず
、G

eneviève V
IN

E
Y

の
旧
説
が
挙
げ
ら
れ
る（

29
）。

V
IN

E
Y

は
、
契
約
上
の
債
務
へ
の
違
背
が
常
に
当
然
に
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
と
は
い
え
な
い
と
し
つ
つ
、
守
ら
れ
な
か
っ

た
債
務
が
、
例
え
ば
、
安
全
債
務
や
専
門
家
に
課
せ
ら
れ
る
情
報
債
務
の
よ
う
に
、
行
為
態
様
に
関
す
る
一
般
的
義
務
と
解
さ
れ
る
場
合
に

は
、
そ
の
不
履
行
と
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
の
同
一
視
は
不
可
能
で
は
な
い
と
す
る

（
30
）。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
契
約
上
の
債
務
の
内
容

如
何
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　

P
atrice JO

U
R

D
A

IN

も
、
契
約
上
の
債
務
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
し
て
い
る
が
、V

IN
E

Y

と
は
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

異
に
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
実
際
に
は
、
全
て
は
、
違
反
さ
れ
た
契
約
上
の
債
務
の
射
程
次
第
で
あ
る
。
そ
の
射

程
が
、
狭
く
契
約
当
事
者
の
枠
内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
債
務
へ
の
違
反
は
、
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
し
得
な

い
。
反
対
に
、
債
務
が
、
そ
の
目
的
に
よ
り
、
第
三
者
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
三
者
は
そ
の
債
務
へ
の
違
反
を
、
不
法
行
為

上
の
フ
ォ
ー
ト
を
証
明
す
る
た
め
に
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と（

31
）。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
契
約
上
の
債
務
の
射
程
如
何
に
よ
っ
て
、
フ

ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
も
の
と
い
え
る（

32
）。

　

次
に
、
契
約
上
の
債
務
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
に
も
着
目
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
論
者
と
し
て
は
、

D
enis M

A
Z

E
A

U
D

が
い
る
。
す
な
わ
ち
、M

A
Z

E
A

U
D

に
よ
れ
ば
、
第
三
者
が
専
ら
契
約
上
の
損
害
（dom

m
age purem

ent 

contractuel

）
の
賠
償
を
得
る
た
め
に
、
厳
格
に
契
約
上
の
債
務
（obligation strictem

ent contractuelle

）
の
不
履
行
を
援
用
す
る
場

　
（
二
八
三
五
）
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損
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合
に
は
、
第
三
者
は
、
契
約
上
の
債
務
の
等
価
物
に
よ
る
履
行
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
責
任
追
及
は

原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
第
三
者
が
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
契
約
不
履
行
に
よ
っ
て
、
不
法
行
為
上
の
損
害
、
典
型

的
に
は
人
や
物
の
安
全
性
の
侵
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
責
任
追
及
は
認
め
ら
れ
得
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、

単
な
る
契
約
的
な
関
係
を
超
越
す
る
損
害
の
賠
償
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
契
約
不
履
行
は
一
般
的
慎
重
注
意
義
務
と
重
複
し
て

い
る（

33
）。

こ
の
よ
う
なM

A
Z

E
A

U
D

の
見
解
は
、
損
害
の
性
質
如
何
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

な
お
、
そ
の
他
に
、
契
約
が
生
じ
さ
せ
る
合
理
的
期
待
は
当
事
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
第
三
者
の
も
の
で
も
あ
り
、
第
三
者
は
、
一

定
の
場
合
に
は
、
契
約
の
正
常
な
履
行
（bonne exécution

）
を
期
待
し
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
不
正
常
な
履
行
（m

auvaise 

exécution

）
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
と
き
に
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
見
解（

34
）や

、
善
良
な
家
父
を
参
照
せ
よ
と
す
る

見
解（

35
）、

あ
る
い
は
、
第
一
民
事
部
の
立
場
に
も
商
事
部
の
立
場
に
も
正
当
性
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
が
よ
り
良
く
妥
当
す
る
か
は
、
状
況
に

応
じ
て
、
実
用
主
義
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解（

36
）も

存
在
す
る
。

2　

Jérôm
e H

U
E

T

の
見
解

　

損
害
の
性
質
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
立
場
の
源
流
を
た
ど
る
と
、
そ
の
立
場
はJérôm

e H
U

E
T

に
よ
っ
て
形
作

ら
れ
、
そ
の
後
、M

ireille B
A

C
A

C
H

E
-G

IB
E

IL
I

に
よ
っ
て
契
約
群
理
論
を
展
開
す
る
前
提
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る（

37
）。

そ

こ
で
、
以
下
で
は
、H

U
E

T

の
見
解
を
紹
介
し
、
彼
が
何
故
、
損
害
の
性
質
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
に
至
っ
た
の
か

に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
。

　

⑴　

H
U

E
T

は
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
無
限
定
に
認
め
る
こ
と
は
契
約
の
相
対
効
原
則（

38
）と

矛
盾
す
る
と
の
主
張
か
ら
出
発
す
る（

39
）。

  H
U

E
T

に
よ
れ
ば
、
第
三
者
は
、
民
法
典
一
一
六
五
条（

40
）に

よ
っ
て
、
自
身
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
契
約
の
債
権
者
だ
と
主
張
す
る
こ

　
（
二
八
三
六
）
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損
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と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
第
三
者
が
賠
償
と
い
う
名
目
で
契
約
の
履
行
そ
の
も
の
を
請
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
専

ら
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
違
反
さ
れ
た
債
務
の
債
権
者
の

み
が
援
用
し
得
る（

41
）。

問
題
は
、
専
ら
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
か
で
あ
る
が
、
そ
の
区

別
の
基
準
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
内
在
的
性
質
と
、
そ
の
損
害
結
果
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。

　

ま
ず
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
観
察
し
た
と
き
、
債
務
者
の
債
権
者
に
対
す
る
懈
怠
（négligence

）
ま
た
は
不
履

行
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
万
人
の
目
か
ら
み
て
軽
率
（im

prudence

）
だ
と
さ
れ
る
の
と
対
照

的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
は
誰
と
の
関
係
で
も
妥
当
し
得
る
一
般
的
注
意
義
務
へ
の
違
反
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
特
定
人
の
利
益

の
た
め
の
特
定
の
債
務
へ
の
違
背
で
あ
っ
て
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
に
は
、
万
人
に
対
す
る
射
程
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
不
履
行
が

特
定
の
債
務
へ
の
違
背
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
不
履
行
を
援
用
で
き
る
の
は
債
権
者
の
み
で
あ
り
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
は
人
に
関
す
る

相
対
性
を
有
す
る（

42
）。

も
っ
と
も
、
例
え
ば
、
建
築
家
が
建
築
物
を
建
て
る
債
務
の
よ
う
に
、
あ
る
時
は
、
不
出
来
で
あ
る
と
い
う
点
で
専
ら

契
約
上
の
性
質
を
、
あ
る
時
は
、
公
共
の
安
全
と
い
う
点
で
不
法
行
為
上
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
あ
る（

43
）。

　

次
に
、
生
じ
た
損
害
も
考
慮
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
じ
不
履
行
か
ら
生
じ
る
結
果
は
様
々
で
あ
っ
て
、
一

般
的
射
程
を
有
し
得
る
義
務
へ
の
違
反
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
結
果
か
ら
み
れ
ば
、
債
権
者
の
み
に
そ
の
援
用
を
認
め
る
べ
き
場
合
も
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
堅
固
な
建
築
物
を
建
て
る
こ
と
、
瑕
疵
の
な
い
物
を
製
造
す
る
こ
と
は
、
そ
の
内
在
的
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
的

利
益
の
た
め
に
債
務
者
に
課
さ
れ
る
義
務
だ
と
も
言
い
得
る
が
、
そ
の
直
接
の
結
果
、
つ
ま
り
建
築
物
が
堅
固
で
な
い
こ
と
、
製
造
物
に
瑕

疵
が
あ
る
こ
と
が
損
害
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
債
務
の
不
履
行
は
、
債
権
者
の
み
が
援
用
し
得
る
特
定
の
債
務
へ
の
違
背
に
と
ど
ま
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
専
ら
契
約
上
の
損
害
は
、
債
務
者
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い（

44
）。

　

専
ら
契
約
上
の
損
害
と
は
、
給
付
そ
れ
自
体
の
損
害
で
あ
り
、
債
権
者
に
約
束
さ
れ
た
満
足
の
不
存
在
、
不
履
行
そ
の
も
の
と
も
言
い
得

　
（
二
八
三
七
）
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損
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る
。
物
に
関
す
る
合
意
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
物
の
引
渡
義
務
ま
た
は
返
還
義
務
を
負
う
契
約
当
事
者
に
帰
責
し
得
る
、
物
の
価
値
や
有

用
性
の
減
少
あ
る
い
は
物
の
喪
失
で
あ
る
。
第
三
者
の
た
め
に
す
る
約
定
が
な
い
限
り
、
債
権
者
以
外
の
者
に
は
契
約
利
益
を
期
待
す
る
権

利
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
損
害
は
、
債
権
者
の
み
に
し
か
損
害
賠
償
請
求
権
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
履
行

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
不
履
行
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
得
る（

45
）。

　

以
上
か
ら
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
次
の

よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
、
債
務
者
の
不
履
行
が
、
一
般
的
射
程
を
有
す
る
義
務
へ
の
違
反
を
構
成
す
る
も
の
か
否
か
が

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
の
不
履
行
は
専
ら
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
で
あ
り
、
第

三
者
に
よ
る
援
用
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
合
意
の
不
正
常
な
履
行
が
行
為
態
様
に
関
す
る

一
般
的
射
程
を
有
す
る
義
務
へ
の
違
反
と
重
複
す
る
場
合
に
は
、
生
じ
た
損
害
の
考
慮
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
生
じ
た
損
害
が
専
ら
契

約
上
の
損
害
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
生
じ
た
損
害
が
不
履
行

の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。

　

⑵　

H
U

E
T

の
見
解
は
、
次
の
よ
う
な
契
約
観
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、H

U
E

T

に
よ
れ
ば
、
契
約
は
、
当
事
者
に
対

し
て
、
民
法
典
一
三
八
二
条
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
一
般
的
慎
重
注
意
義
務
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
債
務
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る（

46
）。

プ

ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
も
の
と
は
、
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
期
待
す
る
利
益
を
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
者
は
こ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
権

利
も
有
さ
な
い
。
そ
し
て
、
契
約
不
履
行
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
は
こ
れ
を
も
た
ら
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
り
、
契
約
責
任
は
、
債
権
者
に
対
し
て
、
そ
の
等
価
物
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
専
ら
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
専
ら
契
約
上
の
損
害
の
観
念
は
、
い
ず
れ
も
不
履
行
と
融
合
す
る
に
至
り
、
等
価
物
に
よ
る
履

行
の
請
求
は
、
現
物
に
よ
る
履
行
の
請
求
と
同
様
、
債
権
者
の
弁
済
を
得
る
権
利
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る（

47
）。

　
（
二
八
三
八
）
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⑶　

以
上
か
ら
す
れ
ば
、H

U
E

T

が
、
損
害
の
性
質
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
し
て
い
る
の
は
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と

す
る
損
害
賠
償
は
契
約
の
履
行
と
同
等
の
も
の
で
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、H

U
E

T

は
、
契
約
不
履
行
を

理
由
と
す
る
損
害
賠
償
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
、
給
付
そ
れ
自
体
の
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
契
約
上
の
利
益
の
実
現
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
債
権
者
に
等
価
物
に
よ
る
履
行
を
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
等
価
物
に
よ
る
履
行
請
求
権
に
つ
い
て
も
、

現
物
に
よ
る
履
行
請
求
権
と
同
様
、
債
権
者
に
し
か
帰
属
し
得
な
い
こ
と
が
、
契
約
の
相
対
効
原
則
か
ら
導
か
れ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、
第
三
者
が
債
務
者
に
対
し
て
、
専
ら
契
約
上
の
損
害
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
賠
償
請
求
を
な
し
得
な
い
の
は
、
契
約

の
相
対
効
原
則
の
当
然
の
帰
結
だ
と
い
え
よ
う
。

3　

R
obert W

IN
T

G
E

N

の
見
解

　

H
U

E
T

ら
の
立
場
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、R

obert W
IN

T
G

E
N

の
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、W

IN
T

G
E

N

の
見
解
を
概
観

し
た
上
で
、
彼
が
ど
の
よ
う
にH

U
E

T

ら
の
立
場
を
批
判
し
て
い
る
の
か
を
紹
介
す
る
。

　

⑴　

W
IN

T
G

E
N

も
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
無
限
定
に
認
め
る
こ
と
は
契
約
の
相
対
性
原
則
と
抵
触
す
る
と
の
主
張
か
ら
出
発
し
て
い
る

が
、
そ
の
理
由
付
け
は
、H

U
E

T

に
よ
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

W
IN

T
G

E
N

に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
認
め
る
こ
と
は
、
形
式
的
に
は
、
契
約
の
相
対
効
原
則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も

っ
と
も
、
契
約
の
拘
束
力
の
相
対
性
は
、
交
換
的
正
義
と
法
的
安
全
と
い
う
上
位
概
念
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ォ
ー
ト
の
同

一
視
を
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
上
位
概
念
が
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
相
対
性
を
認
め
ず
に
フ
ォ
ー

ト
の
同
一
視
を
認
め
た
場
合
に
は
、
第
三
者
が
、
給
付
の
対
価
を
負
担
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
三
八
二
条
に
よ
っ
て
間
接
的
に
、

給
付
の
等
価
物
を
請
求
し
得
る
こ
と
と
な
り
、
不
正
義
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
利
害
関
係
人
が
契
約
の
恩
典

　
（
二
八
三
九
）
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に
浴
す
る
こ
と
と
な
っ
て
当
事
者
の
予
見
が
害
さ
れ
、
当
事
者
が
不
履
行
を
援
用
す
る
第
三
者
を
予
測
し
得
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
法
的
安

全
も
大
き
く
害
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
相
対
性
は
契
約
の
相
対
効
原
則
を
補
足
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
当
然
に
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
と
評
価
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
同
時
に
不

法
行
為
責
任
の
発
生
事
由
と
な
る
場
合
に
の
み
、
債
務
者
の
第
三
者
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
る（

48
）。

　

問
題
は
、
い
か
な
る
場
合
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
得
る
の
か
で
あ
る
が（

49
）、

不
法
行
為
責
任
の
発
生
事
由
は
、
フ
ォ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
、
客
観

的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
当
事
者
が
第
三
者
と
の
関
係
で
、
行
為
態
様
に
関
す
る
規
範
を
守
る
べ
き
義
務
、
ま
た
は
、

一
定
の
状
況
下
に
お
け
る
損
害
結
果
を
引
き
受
け
る
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
え
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
第
三
者
に
対
す
る
不
法
行

為
責
任
が
認
め
ら
れ
得
る
。

　

ま
ず
、
契
約
外
の
人
や
物
の
保
護
に
関
す
る
注
意
義
務
が
第
三
者
と
の
関
係
で
も
認
め
ら
れ
、
そ
の
義
務
へ
の
違
反
が
不
法
行
為
上
の
フ

ォ
ー
ト
を
構
成
し
、
第
三
者
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
異
論
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
契
約

上
の
債
務
と
一
般
的
義
務
と
は
併
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
契
約
の
有
効
性
は
不
法
行
為
上
の
注
意
義
務
の
有
無
に
と
っ
て
決
定
的
な
要

素
で
は
な
く
、
契
約
不
履
行
の
有
無
も
重
要
な
要
素
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
が
無
効
で
あ
っ
て
も
、
契
約
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
債
務
者
の
軽
率
は
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
し
得
る
し
、
反
対
に
、
契
約
不
履
行
が
人
や
物
の
損
害
の
原
因
と
な
っ
た

と
し
て
も
、
第
三
者
と
の
関
係
で
は
一
般
的
注
意
義
務
へ
の
違
反
を
構
成
し
な
い
場
合
も
存
在
す
る（

50
）。

第
三
者
に
対
し
て
守
る
べ
き
注
意
の

程
度
は
契
約
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る（

51
）。

　

ま
た
、
契
約
外
の
人
や
物
の
保
護
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ト
以
外
の
責
任
発
生
事
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
例
え
ば
、
製
造
物
責
任
や
交
通
事

故
に
よ
る
責
任
と
い
っ
た
客
観
的
責
任
の
発
生
事
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、
当
事
者
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の

他
人
の
安
全
を
保
障
す
べ
き
義
務
は
、
契
約
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
契
約
上
の
債
務
と
併
存
し
得
る（

52
）。 　

（
二
八
四
〇
）
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さ
ら
に
、
専
ら
経
済
的
な
利
益
の
保
護
に
関
す
る
義
務
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、
仲
介
業
者
の
情
報
義
務
や
助
言
義
務
の
よ
う
に
、
第
三

者
に
対
す
る
不
法
行
為
上
の
義
務
を
構
成
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
義
務
へ
の
違
反
か
ら
第
三
者
に
対
す
る
専
門
家
責
任
が
導
か
れ

得
る（

53
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、W

IN
T

G
E

N

は
、
契
約
当
事
者
は
第
三
者
に
対
し
て
も
一
定
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
、
契
約
不
履
行
と
併
存
す
る

形
で
不
法
行
為
責
任
の
発
生
事
由
が
認
め
ら
れ
得
る
し
、
そ
れ
ら
の
義
務
は
、
人
や
物
の
安
全
性
に
関
わ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
専
ら
経
済
的
な
利
益
に
関
わ
る
も
の
も
存
在
す
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
い
う
義
務
は
、
契
約
上
の
債
務
を
履
行
す
べ
き
義
務

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
契
約
上
の
債
務
と
併
存
す
る
不
法
行
為
上
の
義
務
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
契
約
不
履
行
が
不
法
行
為
上

の
義
務
へ
の
違
背
と
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

　

⑵　

W
IN

T
G

E
N

は
、H

U
E

T

ら
の
立
場
に
つ
い
て
、B

A
C

A
C

H
E

-G
IB

E
IL

I

の
言
い
回
し
を
引
用
し
つ
つ
、
契
約
は
、﹁
人
が
社
会
に
お

い
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
般
的
義
務
を
再
録
す
る
も
の
で
は
な
く
﹂、﹁
追
加
の
約
務
﹂
を
含
む
も
の
だ
と
い
う
発
想
を
基
点

と
し
て
、
債
権
者
が
約
束
さ
れ
た
給
付
を
獲
得
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
め
ら
れ
、
債
権
者
は
﹁
厳
格
に
契
約
上

の
損
害
﹂
を
被
っ
て
い
る
と
し
、そ
の
よ
う
な
﹁
厳
格
に
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
﹂
と
は
別
に
、﹁
契
約
外
の
ま
た
は
付
随
的
に
契
約
上
の
損
害
﹂

を
惹
起
す
る
﹁
付
随
的
に
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
﹂
の
存
在
を
も
観
念
す
る
も
の
だ
と
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は
、
前
者
に
い
う
契
約

責
任
は
等
価
物
に
よ
る
弁
済
の
手
段
で
し
か
な
い
の
に
対
し
、
後
者
の
場
合
に
は
、
契
約
の
目
的
物
以
外
の
物
や
契
約
当
事
者
の
安
全
の
侵

害
に
つ
い
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
科
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
契
約
責
任
の
存
在
そ
の
も
の
を

否
定
す
るP

hilippe R
É

M
Y

ら
の
立
場（

54
）に

通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
、
契
約
責
任
が
賠
償
機
能
を
有
す
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
の
批
判
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
仮
に
、
約
束
さ
れ
た
給
付
の
不
獲
得
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
損
害
を
契
約
責
任
に
よ

　
（
二
八
四
一
）
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っ
て
賠
償
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
給
付
の
不
獲
得
以
外
の
損
害
の
賠
償
に
関
し
て
は
、
契
約
当
事
者
間
で
も
不
法
行
為
責
任
に

よ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
損
害
に
は
、
人
や
物
の
安
全
性
の
侵
害
の
み
な
ら
ず
、
不
履
行
の
結
果
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
ま
た
は

精
神
的
利
益
の
侵
害
が
含
ま
れ
得
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
結
局
は
、
不
履
行
の
結
果
生
じ
る
損
害
の
賠
償
を
肯
定
す
る
た
め
に
、
契
約
不

履
行
を
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
と
も
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
契
約
上
の
権
利
の
侵
害

が
第
三
者
の
不
法
行
為
責
任
を
生
じ
さ
せ
得
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
不
法
行
為
責
任
を
物
や
人
の
保
護
に
限
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る

と
も
付
言
し
て
い
る（

55
）。

　

⑶　

こ
の
よ
う
に
、W

IN
T

G
E

N

は
、
契
約
責
任
は
賠
償
機
能
を
有
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
、
給
付
そ
れ
自
体
の
損
害
と
そ
れ
以
外
の
損

害
と
を
区
別
す
る
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
契
約
の
履
行
請
求
と
同
視
し
て
お
ら

ず
、
そ
の
た
め
、
第
三
者
が
債
務
者
に
対
し
て
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
、
履
行
請
求
権
が
債
権
者
に

し
か
帰
属
し
得
な
い
と
い
う
意
味
に
お
け
る
契
約
の
相
対
効
原
則
と
、
形
式
的
に
は
何
ら
抵
触
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
と
契
約
の
相
対
効
原
則
に
関
す
るW

IN
T

G
E

N

の
主
張
は
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
の
機
能

は
弁
済
で
は
な
く
賠
償
に
あ
る
と
す
る
立
場
の
中
で
も
独
自
性
の
強
い
も
の
で
あ
っ
て
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
契
約
の

履
行
と
同
視
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
が
、
債
務
者
は
債
権
者
に
対
し
て
し
か
債
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
意
味

に
お
け
る
契
約
の
相
対
効
原
則
に
抵
触
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
不
履
行
は
、
債

権
者
に
対
す
る
義
務
へ
の
違
反
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
、
当
然
に
、
第
三
者
に
対
す
る
義
務
へ
の
違
反
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
債
権
者
に

対
す
る
義
務
違
反
と
し
て
の
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
債
権
者
と
の
関
係
で
の
み
違
法
と
な
る
相
対
的
な
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（

56
）。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
が
当
然
に
第
三

者
と
の
関
係
で
も
違
法
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
相
対
性
と
矛
盾
し
、
契

　
（
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八
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約
の
相
対
効
原
則
と
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る（

57
）。

4　

小
括

　

不
法
行
為
の
要
件
に
限
定
が
な
い
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
が
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
的
観
点
を

離
れ
て
、
債
務
者
の
不
法
行
為
責
任
の
諸
要
件
を
主
張
立
証
し
た
場
合
に
、
債
務
者
に
対
し
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
な
し

得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
く
、
主
た
る
問
題
は
、
第
三
者
が
、
債
務
者
の
契
約
不
履
行
の
み
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
不
法
行
為
責
任

を
追
及
し
得
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
フ
ォ
ー

ト
の
同
一
視
を
無
限
定
に
認
め
た
場
合
に
は
、
契
約
の
相
対
効
原
則
と
抵
触
し
得
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
的
に

認
め
る
学
説
の
一
部
に
お
い
て
、
第
三
者
の
被
っ
た
損
害
の
性
質
に
着
目
し
、
そ
の
損
害
が
専
ら
契
約
上
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
フ
ォ

ー
ト
の
同
一
視
を
認
め
な
い
と
す
る
も
の
が
存
在
し
た
。

　

第
三
者
の
被
っ
た
損
害
の
性
質
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
見
解
は
、
契
約
は
不
法
行
為
上
の
義
務
を
超
え
る
義
務
を

当
事
者
に
課
す
も
の
だ
と
い
う
契
約
観
を
背
景
に
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
給
付
自
体
の
損
害
に
関

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
履
行
と
同
様
、
弁
済
機
能
を
有
す
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

第
三
者
が
債
務
者
に
対
し
て
か
か
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
、
契
約
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
と
同
等
視
し
得
る
と
考
え
、
そ
の

よ
う
な
請
求
は
、
第
三
者
が
履
行
請
求
権
の
帰
属
主
体
と
な
る
こ
と
を
禁
じ
る
契
約
の
相
対
効
原
則
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
が
賠
償
機
能
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
と
の
反
論
が
な

さ
れ
、
給
付
自
体
の
損
害
と
そ
れ
以
外
の
損
害
と
で
取
扱
い
を
区
別
す
る
こ
と
に
も
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
反
論
や
批
判
が
展

開
さ
れ
る
際
に
は
、
契
約
責
任
の
機
能
論
と
の
接
続
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
（
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以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
を
不
法
行
為
法
に
よ
り
保
護
す
る
に
際
し
、
損
害
の
種

類
、
す
な
わ
ち
、
第
三
者
の
被
っ
た
損
害
が
経
済
的
損
害
で
あ
る
か
、
人
や
物
に
関
す
る
損
害
で
あ
る
か
に
着
目
す
る
見
解
は
み
あ
た
ら
な

い
が
、
損
害
の
性
質
、
す
な
わ
ち
、
第
三
者
の
被
っ
た
損
害
が
契
約
上
の
損
害
で
あ
る
か
否
か
に
着
目
し
て
、
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ

る
保
護
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
採
る
か
否
か
の
分
岐
点
は
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す

る
損
害
賠
償
の
機
能
を
い
か
に
解
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

Ⅲ　

全
部
会
判
決
と
そ
の
後
の
議
論
状
況

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
下
、
破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
六
日
判
決
が
出
さ
れ
た
。
同
判
決
は
、
第
一
民
事
部
の
立
場
に
与
し
、
フ

ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
な
し
に
認
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
認
め
た
と
し
て
も
、
第
三
者
が
債
務

者
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
新
た
な
主
張
も
展
開
さ
れ
て
お
り
、
フ
ォ
ー

ト
の
同
一
視
に
つ
い
て
全
部
会
判
決
の
立
場
を
前
提
と
し
て
も
、
第
三
者
の
保
護
が
当
然
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
な
い
よ
う

で
あ
る
。
以
下
で
は
、
全
部
会
判
決
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
主
張
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

1　

破
毀
院
全
部
会
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
六
日
判
決

⑴
　
全
部
会
判
決

　

事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｙ
ら
は
商
業
用
不
動
産
（
以
下
、﹁
本
件
不
動
産
﹂
と
い
う
。）
を
Ｍ
社
に
賃
貸
し
、
Ｍ
社
は
本

件
不
動
産
を
含
む
営
業
財
産
の
管
理
を
Ｘ
社
に
委
託
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
不
動
産
へ
の
通
路
は
手
入
れ
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
正
面
玄

　
（
二
八
四
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関
は
締
め
切
ら
れ
、
業
務
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
稼
働
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
不
動
産
の
通
常
の
利
用
は
不
可
能
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
Ｘ
社
は
、
Ｙ
ら
に
対
し
、
本
件
不
動
産
の
修
補
と
営
業
損
害
の
仮
払
い
を
求
め
、
急
速
審
理
を
申
し
立
て
た
。

　

原
審
（
パ
リ
控
訴
院
二
〇
〇
五
年
一
月
一
九
日
判
決
）
は
Ｘ
社
の
申
立
て
を
認
め
た
た
め
、
Ｙ
ら
は
、
第
三
者
が
契
約
当
事
者
に
対
し
て

不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
場
合
、
第
三
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
的
な
観
点
か
ら
独
立
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
フ
ォ
ー
ト
を

証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
原
審
判
決
が
Ｙ
ら
の
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
示
す
こ
と
な
く
、
Ｘ
社
の
Ｙ
ら
に
対
す
る
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
こ
と
は
、
民
法
典
一
三
八
二
条
の
見
地
か
ら
法
的
基
礎
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
破
毀
申
立
て

を
し
た
。

　

全
部
会
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
Ｙ
ら
に
よ
る
破
毀
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
契
約
の
第
三
者
は
、
契
約
上
の
違
背
に
よ

っ
て
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
不
法
行
為
責
任
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
契
約
上
の
違
背
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
。

⑵
　
全
部
会
判
決
の
射
程

　

全
部
会
判
決
に
つ
い
て
は
、
第
一
民
事
部
に
与
し
た
も
の
と
解
す
る
評
釈
が
多
い（

58
）が

、
フ
ォ
ー
ト
の
完
全
な
同
一
視
を
認
め
た
も
の
で
は

な
い
と
す
る
評
釈
も
存
在
す
る（

59
）。

全
部
会
判
決
と
第
一
民
事
部
判
決
の
文
理
上
の
相
違
は
、
前
者
が
後
者
と
は
異
な
っ
て
、
他
の
証
拠
の
提

出
は
不
必
要
だ
と
は
判
示
し
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
、
後
者
が
﹁
瑕
疵
あ
る
履
行
（exécution défectueuse

）﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い

る
の
に
対
し
前
者
は
﹁
契
約
上
の
違
背
（m

anquem
ent contractuelle

）﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が（

60
）、

両
者
の
相
違
を

肯
定
し
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
評
釈
は
、
こ
の
よ
う
な
文
理
上
の
相
違
よ
り
も
、
報
告
担
当
裁
判
官
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
に
影

響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

61
）。

す
な
わ
ち
、
報
告
担
当
裁
判
官
で
あ
るF

rançis A
SSIÉ

は
、
全
部
会
判
決
に
つ
い
て
、

一
方
で
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
も
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
も
同
じ
フ
ォ
ー
ト
で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
第
三
者
に
よ
っ
て
も
援
用
さ
れ
得

　
（
二
八
四
五
）
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る
と
考
え
た
も
の
だ
と
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
、
全
部
会
判
決
が
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
的
に
認
め
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。A

SSIÉ

に
よ
れ
ば
、
第
三
者
は
、
原
則
と
し
て
、
契
約
当
事
者
の
利
益
の
た
め
だ
け
に
同
意
さ
れ
た
債
務
に
よ
っ
て
利
益
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、﹁
利
害
関
係
あ
る
第
三
者
﹂
で
あ
る
場
合
に
は
例
外
が
認
め
ら
れ
る
。
全
部
会
判
決
の
事
案
は
前
記
例
外
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
た
る
か
ら
、
Ｘ
社
は
Ｙ
ら
の
履
行
上
の
瑕
疵
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、A

SSIÉ

は
、
上
記
の

よ
う
な
債
務
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
結
果
債
務
と
し
て
の
安
全
債
務
の
よ
う
に
、
そ
の
目
的
か
ら
、
単
な
る
契
約
的
争
点
を
超
越
す
る
債
務
も

存
在
し
、
後
者
の
債
務
は
、
そ
れ
へ
の
違
反
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
あ
ら
ゆ
る
第
三
者
と
利
害
関
係
を
有
す
る
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
に
、

報
告
担
当
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
全
部
会
判
決
は
、
違
反
さ
れ
た
債
務
の
射
程
如
何
に
よ
っ
て
、
第
三
者
と
の
関
係
で
責
任
発
生
事
由
が
存
在

す
る
か
否
か
を
決
す
る
立
場
に
出
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る（

62
）。

　

も
っ
と
も
、
破
毀
申
立
理
由
が
﹁
第
三
者
が
あ
ら
ゆ
る
契
約
的
観
点
か
ら
独
立
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
不
法
行
為
上
の
フ
ォ

ー
ト
を
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
か
﹂
を
問
題
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
部
会
判
決
は
破
毀
申
立
て
を
棄
却
し
た
こ
と
、A

SSIÉ

が

全
部
会
判
決
に
際
し
て
提
出
し
た
報
告
書
に
お
い
て
、﹁
契
約
の
第
三
者
は
、
不
法
行
為
責
任
に
基
づ
い
て
、
そ
の
不
履
行
が
第
三
者
に
損

害
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
損
害
の
責
任
発
生
事
由
が
契
約
か
ら
（
直
接
的
ま
た
は
付
随
的
に
）
生
じ
た
債
務
で
あ
っ
て
、
そ
の

債
務
の
射
程
が
単
な
る
契
約
当
事
者
の
利
益
を
超
越
す
る
と
き
は
、
瑕
疵
あ
る
履
行
を
援
用
し
得
る
﹂
と
い
う
定
式
を
提
案
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
全
部
会
は
こ
れ
を
容
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
全
部
会
判
決
が
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
的
に
し
か
認
め
な
い
立
場
を

採
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

63
）。
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A
ndré G

A
R

IA
Z

Z
O

法
院
検
事
の
意
見

　

⑴　
A

ndré G
A

R
IA

Z
Z

O

法
院
検
事
は
、
全
部
会
判
決
に
際
し
て
提
出
し
た
意
見
書
の
中
で
、
ま
ず
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
の
可
否
と
い

う
従
前
の
ア
プ
ロ
ー
チ
そ
の
も
の
を
批
判
し
、
第
三
者
の
訴
権
は
不
法
行
為
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
、

す
な
わ
ち
フ
ォ
ー
ト
、
損
害
お
よ
び
因
果
関
係
を
問
題
と
す
れ
ば
足
り
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、F

L
O

U
R

 =
 A

U
B

E
R

T
 =

 F
L

O
U

R
 =

 

SA
VA

U
X

の
﹁
第
三
者
は
、
不
履
行
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
、
あ
る
べ
き
で
な
か
っ
た
状
況
を
主
張
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
第
三
者
は
、
契
約
と
そ
の
効
果
を
対
抗
さ
れ
得
る
こ
と
と
同
様
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
、
契
約
当
事
者
が
そ
の
債
務

の
履
行
に
際
し
て
犯
し
た
フ
ォ
ー
ト
で
あ
っ
て
そ
の
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⋮
⋮
実
際
に
は
、
唯
一

か
つ
真
の
問
題
は
因
果
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
当
該
損
害
が
、
援
用
さ
れ
た
不
履
行
の
結
果
で
あ
る
の
か
否
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
﹂
と
の
主
張
を
引
用
し
て（

64
）、

契
約
不
履
行
が
第
三
者
の
被
っ
た
損
害
と
の
因
果
関
係
を
有
す
る
か
が
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
肯

定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
契
約
不
履
行
は
第
三
者
と
の
関
係
で
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
な
性
質
を
有
す
る
と
い
え
る
と
す
る
。G

A
R

IA
Z

Z
O

は
、
以
上

の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
、﹁
契
約
の
第
三
者
は
、
当
該
瑕
疵
あ
る
履
行
が
、
同
人
と
の
関
係
で
、
そ
の
被
っ
た
損
害
と
の
因
果
関
係
を

有
す
る
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
不
法
行
為
責
任
に
基
づ
い
て
、
そ
の
不
履
行
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と

の
定
式
を
提
案
し
て
い
た

（
65
）。

　

⑵　

以
上
の
よ
う
なG

A
R

IA
Z

Z
O

の
意
見
を
前
提
に
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
認
め
た
場
合
に
不
当
な
結
論
を
導
く
例
と
し
て
し
ば
し
ば

挙
げ
ら
れ
る
、
債
務
者
が
契
約
上
の
不
競
争
条
項
に
違
反
し
て
営
業
を
始
め
た
た
め
に
近
隣
で
商
売
を
営
ん
で
い
た
第
三
者
の
顧
客
が
減
少

し
た
と
い
う
事
例
に
お
い
て（

66
）、

第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
と
、
契
約
上
の
違
背
は
存
在
し
、

第
三
者
は
顧
客
の
減
少
と
い
う
損
害
を
被
っ
て
は
い
る
が
、
両
者
間
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
第
三
者
の
債
務
者
に
対

す
る
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
債
務
者
が
営
業
を
始
め
た
こ
と
で
第
三
者
の
顧
客
が
減
少
し
た
と
い

　
（
二
八
四
七
）
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保
護

�

四
一
二

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
仮
に
、
債
務
者
が
、
不
競
争
条
項
に
反
せ
ず
合
法
的
な
方
法
に
よ
っ
て
営
業
を
始

め
て
い
た
と
し
て
も
、
第
三
者
の
顧
客
は
同
じ
く
減
少
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
第
三
者
の
顧
客
の
減
少
は
、
債
務
者
の
不
競
争
条

項
違
反
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る（

67
）。

　

⑶　

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
債
務
者
の
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
損
害
は
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
関
係
が
成
り
立
っ
て
も
因
果
関
係
を
肯

定
す
る
に
足
り
ず
、
当
該
行
為
が
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
と
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
損
害
は
生
じ
て
い
た
と
い
え
る
場
合
に
は
因
果
関
係
が

否
定
さ
れ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
事
実
た
る
行
為
で
は
な
く
フ
ォ
ー
ト
そ
の
も
の
を
因
果
関
係
の
始
点
に
据
え
る
こ
と

で
、
不
法
行
為
の
成
立
場
面
に
絞
り
を
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
当
該
行
為
が
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
と
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
損
害
は
生
じ
て
い
た
と
い
え
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
同
様
の
行
為
が
被
害
者
と
の
関
係
で
フ
ォ
ー
テ
ィ
フ
と
評
価
さ
れ
ず
に
行
わ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断

せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
通
常
は
、
後
者
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
前
者
も
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

結
局
、
フ
ォ
ー
ト
の
前
提
と
な
る
義
務
の
射
程
如
何
に
よ
っ
て
、
因
果
関
係
の
有
無
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
具
体
的
事
例
に
お
け
る

結
論
は
、
債
務
の
射
程
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
見
解
と
接
近
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3　

C
yril G

R
IM

A
L

D
I 

の
見
解

　

⑴　

C
yril G

R
IM

A
L

D
I

は
、規
範
ま
た
は
義
務
へ
の
違
反
が
あ
れ
ば
フ
ォ
ー
ト
は
認
め
ら
れ
、フ
ォ
ー
ト
は
絶
対
的
な
概
念
で
あ
る
か
ら
、

あ
る
者
に
対
し
て
は
フ
ォ
ー
ト
と
な
る
が
他
の
者
に
対
し
て
は
フ
ォ
ー
ト
と
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
、
フ
ォ
ー
ト
の

同
一
視
を
限
定
な
し
に
認
め
る
点
に
つ
い
て
は
全
部
会
判
決
に
賛
同
し
て
い
る（

68
）。

　

も
っ
と
も
、G

R
IM

A
L

D
I

は
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
に
よ
り
民
事
責
任
が
広
く
認
め
ら
れ
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
は
、
損
害
を

　
（
二
八
四
八
）
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損
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厳
格
に
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
全
部
会
判
決
を
批
判
し
て
い
る
。G

R
IM

A
L

D
I

に
よ
れ

ば
、
損
害
は
、
権
利
侵
害
（atteinte à un droit

）
と
利
益
の
減
少
（lésion d ’un intérêt

）
の
双
方
が
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
。
こ

の
う
ち
、
権
利
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
被
侵
害
権
利
の
性
質
を
精
確
に
定
義
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
契

約
の
分
野
と
不
法
行
為
の
分
野
と
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
契
約
の
分
野
で
は
、
被
侵
害
権
利
は
契
約
に
よ
っ
て
一
方

当
事
者
か
ら
他
方
当
事
者
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
不
法
行
為
の
分
野
で
は
、
客
観
法
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
特
定
な
し
に

認
め
ら
れ
た
主
観
的
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
契
約
の
分
野
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
違
背
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ト
と
同
時
に
、
債
権
者

の
権
利
の
侵
害
行
為
が
認
め
ら
得
る
が
、
不
法
行
為
の
分
野
で
は
、
個
人
の
一
般
的
慎
重
注
意
義
務
へ
の
違
背
は
、
当
然
に
は
、
被
害
者
の

主
観
的
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
財
産
的
ま
た
は
非
財
産
的
利
益
を
減
少
さ
せ
ら
れ
た
被
害
者
は
、
そ
の
前
提
と

し
て
、
主
観
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
え
る
場
合
に
し
か
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（

69
）。

　

⑵　

以
上
の
よ
う
なG

R
IM

A
L

D
I

の
見
解
を
、
前
記
の
不
競
争
債
務
へ
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
る
と
、
第
三
者

の
顧
客
が
減
少
し
て
い
る
以
上
、
資
産
的
利
益
（intérêt patrim

onial

）
の
減
少
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
権
利
侵
害
は
認
め
ら
れ
な
い

か
ら
、
損
害
が
な
く
、
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
三
者
が
債
務
者

に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
は
、
債
務
者
の
不
競
争
債
務
へ
の
違
反
に
よ
っ
て
、
第
三
者
の
主
観
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
た

と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
第
三
者
が
、
顧
客
を
保
持
す
る
主
観
的
権
利
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

⑶　

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
第
三
者
が
債
務
者
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
場
合
に
は
、
主
観
的
権
利
の
侵
害
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
場
面
に
絞
り
を
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
主
観
的
権
利
の
侵
害
が
あ
る
と
い
う
た
め

に
は
、
第
三
者
が
債
務
者
に
対
抗
し
得
る
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
権
利
が
債
務
者
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
者
が
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
内
容
や
性
質
如
何
に
よ
っ
て
、
損
害
の
有
無
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し

　
（
二
八
四
九
）
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て
、
第
三
者
が
被
っ
た
損
害
が
給
付
自
体
の
損
害
で
あ
る
場
合
に
は
、
給
付
を
求
め
る
権
利
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
侵
害
は

認
め
ら
れ
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
具
体
的
事
例
に
お
け
る
結
論
は
、
損
害
の
性
質
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
見
解
と

近
接
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

4　

小
括

　

全
部
会
判
決
は
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
な
し
に
認
め
て
お
り
、
一
見
す
る
と
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
を
不
法

行
為
法
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
に
何
の
躊
躇
も
み
せ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
議
論
を
み
る
と
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
無
限
定
に
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
契
約
不
履
行
に
よ
り

損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ー
ト
以
外
の
不
法
行
為
の
要
件
、
具
体
的
に
は
因
果
関
係
の
要
件

や
損
害
の
要
件
で
絞
り
を
か
け
よ
う
と
す
る
見
解
が
現
れ
て
い
る
。

　

契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
後
者
の
見
解
の
論
拠
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
不

法
行
為
の
要
件
に
限
定
が
な
い
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
権
利
侵
害
と
利
益
の
減
少
の
双
方
が
な
け
れ
ば
損
害
が
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
べ
き

実
質
的
理
由
が
何
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
に
興
味
を
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、G

R
IM

A
L

D
I

の
短
い
論
考
の

中
だ
け
か
ら
、
そ
の
答
え
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
議
論
の
蓄
積
を
待
っ
て
か
ら
、
再
度
検
討
を
試

み
た
い
。

　
（
二
八
五
〇
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
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Ⅳ　

む
す
び
に
代
え
て

1　

全
部
会
判
決
以
前
の
議
論
の
検
討
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
を
不
法
行
為
法
に

よ
り
保
護
す
る
に
際
し
て
、
契
約
の
相
対
効
原
則
と
の
抵
触
問
題
が
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
第
三
者
に
不
法
行

為
法
に
よ
る
保
護
を
与
え
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
、
損
害
の
性
質
に
着
目
し
、
そ
れ
が
契
約
上
の
も
の
で
あ
れ
ば
保
護
を
認
め
な
い
と

す
る
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
が
契
約
の
履
行
と
実

質
的
に
同
視
し
得
る
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
契
約
責
任
が
弁
済
機
能
を
有
し
得
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

我
が
国
に
お
い
て
も
、
契
約
の
相
対
効
原
則
は
、﹁
条
文
に
な
い
民
法
の
﹃
原
則
﹄﹂
と
し
て
、
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ（

70
）、

契
約
不
履
行

に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
が
債
務
者
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
契
約
の
相
対
効
原
則
に
抵
触
す
る

か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
契
約
の
相
対
効
原
則
自
体
に
関
す
る
議
論

の
展
開
に
乏
し
い
上
、
従
前
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
角
か

ら
の
検
討
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
問
題
の
重
要
な
背
景
の
一
つ
で
あ
る
、
契
約
責
任
の
機
能
を
い
か
に
解
す
る
か
と

い
う
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
契
約
そ
の
も
の
に
契
約
責
任
の
帰
責
事
由
を
認
め
る
見
解
が
有
力
化
し
、
そ
の
要
件
や
内
容
も
契
約
に
基
づ

く
も
の
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
活
発
化
す
る
と
と
も
に（

71
）、

そ
の
よ
う
な
問
題
を
検
討
す
る
必
要
性
は
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
の（

72
）、

そ
の
議
論
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

今
後
、
我
が
国
に
お
い
て
、
契
約
責
任
の
帰
責
事
由
や
機
能
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
議
論
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
第
三
者
が
債
務
者

に
対
し
て
契
約
不
履
行
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
契
約
の
相
対
効
原
則
に
抵
触
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も

議
論
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
（
二
八
五
一
）
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行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
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三
者
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不
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行
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よ
る
保
護
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2　

全
部
会
判
決
は
、
そ
れ
以
前
の
学
説
の
趨
勢
に
反
し
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
な
し
に
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
全
部
会
判
決
を

前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
も
無
限
定
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
そ

う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
議
論
を
み
る
と
、
因
果
関
係
の
要
件
や
損
害
の
要
件
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
護
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
現
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
前
者
の
見
解
は
、
因
果
関
係
の
有
無
の
判
断
に
際
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
の
前
提
と
な
る
義
務
の
射
程
を

考
慮
し
、
後
者
の
見
解
は
、
損
害
の
有
無
の
判
断
に
際
し
て
、
被
侵
害
利
益
の
性
質
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

以
上
の
事
柄
を
全
部
会
判
決
以
前
の
議
論
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に

よ
る
保
護
を
限
定
す
る
に
際
し
て
何
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
フ
ォ
ー
ト
の
前
提
と
な
る
義
務
の
射
程
を
決
定
的
な

考
慮
要
素
と
す
べ
き
か
、
損
害
や
被
侵
害
利
益
の
性
質
を
決
定
的
な
考
慮
要
素
と
す
べ
き
か
と
い
う
対
立
軸
が
み
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な

対
立
軸
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
対
立
を
背
景
に
持
つ
も
の
な
の
か
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
排
斥
し
合
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
要
素
の

考
慮
を
ど
の
よ
う
に
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
直
接
の
問
題
関
心
か
ら
外
れ
る
た
め
、
未
検
討

の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

3　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
契
約
法
的
観
点
、
不
法
行
為
法

的
観
点
の
双
方
か
ら
、
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
契
約
法
的
観
点
か
ら
は
、
契
約
の
相
対
効
原
則
と
の
抵
触
問
題

と
契
約
の
対
抗
力
理
論
か
ら
の
正
当
化
可
能
性
に
関
す
る
議
論
が
重
要
で
あ
り
、
不
法
行
為
法
的
観
点
か
ら
の
指
摘
と
し
て
は
、
特
に
結
果

債
務
へ
の
違
反
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
を
不
法
行
為
法
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
が
フ
ォ
ー
ト
に
よ
ら
な
い
責
任
の
創
出
に
つ
な
が
り

不
法
行
為
法
の
体
系
を
害
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
得
た
の
は
、
契
約
の
相
対
効
原
則
と
の
抵
触
問

題
の
う
ち
、
損
害
の
性
質
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
見
解
に
ま
つ
わ
る
議
論
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
問
題
点
に
関
す

　
（
二
八
五
二
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
一
七

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

る
議
論
も
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
検
討
な
く
し
て
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法

に
よ
る
保
護
の
可
否
や
限
界
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
全
部
会
判
決
の
帰
結
に
対
し
て
は
、
契
約
上
の
予
見
が
害
さ
れ
る
、
第
三
者
を
債
権
者
よ
り
も
有
利
に
扱
う
こ
と
と
な
り
不
当
で

あ
る
、
あ
る
い
は
、
第
三
者
相
互
間
で
の
不
公
平
が
生
じ
る
と
い
っ
た
不
都
合
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視

を
認
め
た
場
合
に
、
第
三
者
が
契
約
不
履
行
を
援
用
で
き
る
上
に
、
民
法
典
一
一
五
〇
条
等
の
契
約
責
任
に
固
有
の
規
定
や
責
任
制
限
条
項

や
免
責
条
項
と
い
っ
た
特
約
の
適
用
を
免
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
批
判
だ
と
い
え
よ
う（

73
）。

前
記
の
不
都
合
性
の
う
ち
、
後
二

者
は
、
い
ず
れ
も
、
ノ
ン
・
キ
ュ
ム
ル
原
則
を
適
用
す
る
結
果
生
じ
る
不
都
合
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
特
有
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が（

74
）、

契
約
上
の
予
見
が
害
さ
れ
る
と
い
う
問
題
は
フ
ラ
ン
ス
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く（

75
）、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
い
か
な
る
解
決
が
図
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
け
る
議
論
に
と
っ
て
も
有
用
で
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
多
数
の
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
必
要
性
を
感
じ
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
置
く
こ
と
と

し
た
い
。

（
1
）　

契
約
の
第
三
者
保
護
効
に
関
す
る
最
近
の
議
論
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
宣
之
﹁
契
約
の
第
三
者
保
護
効
に
つ
い
て
の
最
近
の
議
論
と
展
望
﹂
石
田
喜
久

夫
先
生
古
稀
記
念
﹃
民
法
学
の
課
題
と
展
望
﹄
六
一
五
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）。
も
っ
と
も
、
第
三
者
の
保
護
効
を
伴
う
契
約
の
理
論
は
、
主
と
し
て
生
命
、

身
体
、
財
産
を
侵
害
さ
れ
た
第
三
者
の
保
護
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
2
）　

野
澤
正
充
﹁
契
約
の
相
対
的
効
力
と
特
定
承
継
人
（
一
）～（
三
）﹂
民
商
法
雑
誌
一
〇
〇
巻
一
号
一
〇
八
頁
、
二
号
二
八
一
頁
、
四
号
一
〇
〇
頁
（
一
九
八
九
年
）、

都
筑
満
雄
﹃
複
合
取
引
の
法
的
構
造
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

（
3
）　

北
川
善
太
郎
﹁
保
証
書
条
例
に
お
け
る
私
法
理
論
（
そ
の
一
）﹂
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
六
号
二
八
頁
（
一
九
七
七
年
）。

（
4
）　

浜
上
則
雄
＝
加
賀
山
茂
﹁
商
品
表
示
と
消
費
者
保
護
（
上
）﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
八
九
号
一
一
六
頁
（
一
九
七
九
年
）。

（
5
）　

主
立
っ
た
も
の
と
し
て
、
菅
原
勝
伴
﹁
経
済
的
損
害
の
賠
償
⑴ 

⑵
﹂
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
五
巻
一
号
四
九
頁
（
一
九
七
九
年
）、
一
五
巻
三
号
二
五
頁

　
（
二
八
五
三
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
一
八

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

（
一
九
八
九
年
）、
田
井
義
信
﹁
不
法
行
為
責
任
の
拡
大
―
イ
ギ
リ
ス
で
の
﹃
経
済
的
損
害
﹄
の
判
例
を
中
心
に
―
﹂
中
川
淳
先
生
還
暦
祝
賀
論
集
﹃
民
事
責
任
の

現
代
的
課
題
﹄
一
四
六
頁
（
世
界
思
想
社
、
一
九
八
九
年
）、
同
﹁
経
済
的
損
害
（econom
ic loss

）
の
賠
償
―
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
状
況
を
中
心
に
―
﹂
林

良
平
＝
甲
斐
道
太
郎
編
﹃
谷
口
知
平
先
生
追
悼
論
文
集
第
三
巻
﹄
二
四
七
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）　

円
谷
峻
﹁
欠
陥
商
品
に
対
す
る
メ
ー
カ
ー
の
責
任
﹂
遠
藤
浩
＝
林
良
平
＝
水
本
浩
編
﹃
現
代
契
約
法
大
系
第
四
巻　

商
品
売
買
・
消
費
者
契
約
・
区
分
所
有
建
物
﹄

二
〇
九
頁
（
有
斐
閣
、一
九
八
五
年
）、高
野
真
人
﹁
純
粋
経
済
損
害
﹂
塩
崎
勤
＝
羽
成
守
編
﹃
裁
判
実
務
大
系
第
三
〇
巻
製
造
物
責
任
関
係
訴
訟
﹄
一
八
五
頁
以
下
（
青

林
書
院
、
一
九
九
九
年
）。

（
7
）　

製
造
物
責
任
法
三
条
本
文
﹁
財
産
﹂
は
個
別
財
産
に
限
ら
れ
る
と
の
立
場
（
限
定
説
）
を
採
る
松
本
恒
雄
教
授
も
、﹁
製
造
物
責
任
法
三
条
の
﹃
他
人
の
生
命
、
身

体
又
は
財
産
を
侵
害
し
た
﹄
を
、
民
法
七
〇
九
条
の
﹃
他
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
タ
ル
﹄
と
ほ
ぼ
同
義
に
読
み
、
後
者
が
現
在
で
は
﹃
違
法
性
﹄
に
置
き
換
え
て
解
釈

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
製
造
物
責
任
法
に
つ
い
て
も
、
お
よ
そ
法
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
財
産
的
利
益
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
害
さ
れ
た
場
合
に
す
べ
て
﹃
財
産
を

侵
害
し
た
﹄
と
い
う
要
件
を
満
た
す
と
し
て
、
製
造
物
責
任
は
、
純
粋
経
済
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
の
解
釈
が
支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
﹂
が
、﹁
消
費
者
と
事
業
者
を
全
く
区
別
し
な
い
製
造
物
責
任
法
が
で
き
て
し
ま
っ
た
以
上
、
純
粋
経
済
損
害
を
除
外
す
る
た
め
に
理
論
構
成
を
工
夫
す

る
必
要
が
大
き
い
﹂
と
し
て
お
り
（
松
本
恒
雄
﹁
損
害
賠
償
の
範
囲
﹂
金
融
・
商
事
判
例
九
六
〇
号
四
四
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
））、
限
定
説
に
お
い
て
さ
え
、
民

法
七
〇
九
条
は
純
粋
経
済
損
失
の
賠
償
を
当
然
に
認
め
る
も
の
だ
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
、
製
造
物
責
任
法
の
賠
償
範
囲
か
ら
政
策
的
に
そ
れ
を
除
外
す
る
べ
き

か
否
か
と
い
う
問
題
へ
と
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
8
）　

近
時
、
能
見
善
久
教
授
や
新
堂
明
子
準
教
授
が
、
純
粋
経
済
損
失
の
問
題
を
不
法
行
為
法
一
般
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
論
考
を
発
表
し
て

お
り
、
注
目
さ
れ
る
（
能
見
善
久
﹁
比
較
法
的
に
み
た
現
在
の
日
本
民
法
―
経
済
的
利
益
の
保
護
と
不
法
行
為
法
（
純
粋
経
済
損
失
の
問
題
を
中
心
に
）﹂
広
中
俊

雄
＝
星
野
英
一
編
﹃
民
法
典
の
百
年
Ⅰ
﹄
六
一
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）、
新
堂
明
子
﹁
移
転
さ
せ
ら
れ
た
損
失
（
1
）（
2
）（
3
・
完
）
―H

annes 

U
nberath, T

ransferred L
oss, C

laim
ing T

hird P
arty L

oss in C
ontract L

aw
 

（2003

）
の
紹
介
と
イ
ギ
リ
ス
法
の
分
析
を
中
心
に
し
て
―
﹂
北
大
法
学
論
集

五
八
巻
五
号
二
五
二
〇
頁
、
同
巻
六
号
二
九
九
四
頁
、
五
九
巻
一
号
三
四
四
頁
（
二
〇
〇
八
年
））。

　
　
　

な
お
、
中
村
哲
也
教
授
も
、
製
造
物
責
任
に
関
す
る
論
考
の
中
で
、
製
造
物
の
欠
陥
が
過
失
に
よ
っ
て
存
在
し
た
場
合
、
そ
れ
を
原
因
と
し
た
経
済
的
損
害
及
び

そ
の
物
自
体
の
損
害
を
民
法
が
以
前
か
ら
賠
償
範
囲
と
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
認
識
が
共
通
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
の
出
発
点
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
中
村

哲
也
﹁
日
本
民
法
の
展
開
（
2
）
特
別
法
の
生
成
―
不
法
行
為
法
﹂
広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
編
﹃
民
法
典
の
百
年
Ⅰ
﹄
三
〇
六
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）。

同
﹁
特
別
法
と
し
て
の
製
造
物
責
任
法
―
純
粋
財
産
損
害
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂
広
中
俊
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
﹃
民
事
法
秩
序
の
生
成
と
展
開
﹄
六
三
三
頁
（
創

　
（
二
八
五
四
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
一
九

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

文
社
、
一
九
九
六
年
）
も
参
照
。

（
9
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
五
三
号
一
三
八
頁
。
同
判
決
に
対
す
る
評
釈
と
し
て
、國
井
和
郎
﹁
判
批
﹂
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
四
号
四
二
頁
（
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
。

（
10
）　

後
藤
勇
﹁
請
負
建
築
建
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
の
損
害
賠
償
の
範
囲
﹂
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
二
五
号
一
三
頁
（
一
九
九
〇
年
）。

　
　
　

こ
れ
に
対
し
、
高
橋
寿
一
教
授
は
、
純
粋
経
済
損
害
に
つ
い
て
建
築
士
の
不
法
行
為
責
任
が
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、﹁
建
築
士
の
設
計
・
監
理
の
瑕

疵
に
よ
っ
て
注
文
者
あ
る
い
は
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
が
、
こ
れ
ら
の
者
の
生
命
・
身
体
・
財
産
に
対
す
る
物
理
的
有
形
的
で
は
な
く
、
純
粋
な
経
済
的
損
害
⋮
で

あ
る
場
合
﹂
に
も
、﹁
少
な
く
と
も
問
題
を
建
築
士
の
設
計
・
監
理
ミ
ス
に
よ
っ
て
注
文
者
あ
る
い
は
第
三
者
に
純
粋
な
経
済
的
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
限
定
す
る

な
ら
ば
⋮
⋮
建
築
士
に
不
法
行
為
責
任
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、﹁
建
築
士
の
設
計
・
監
理
ミ
ス
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
は
⋮
⋮
多

く
の
場
合
注
文
者
ま
た
は
第
三
者
の
生
命
・
身
体
・
財
産
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
の
潜
在
的
可
能
性
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
﹂、﹁
建
築
士
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
右

の
両
者
を
区
別
す
る
基
準
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
ま
た
区
別
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
妥
当
と
は
い
え
ず
﹂、
ま
た
、﹁
建
物
の
建
築
は
、
注
文
者
に
と
っ
て
は
、

俗
に
い
う
﹃
一
生
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
の
最
大
の
買
い
も
の
﹄
で
あ
り
、
純
粋
な
経
済
的
損
害
し
か
生
じ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
注
文
者
自
身
に
と
っ
て

は
極
め
て
重
大
な
損
害
と
も
な
り
う
る
か
ら
﹂
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
（
高
橋
寿
一
﹁
建
築
士
の
責
任
﹂
川
井
健
編
﹃
専
門
家
の
責
任
﹄
四
一
五
頁
以
下
（
日
本

評
論
社
、
一
九
九
三
年
））。

（
11
）　

民
集
六
一
巻
五
号
一
七
六
九
頁
、判
例
時
報
一
九
八
四
号
三
四
頁
、判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
五
二
号
一
二
〇
頁
。
同
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
と
し
て
は
、松
本
克
美
﹁
判

批
﹂
立
命
館
法
学
三
一
三
号
七
七
四
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
升
田
純
﹁
判
批
﹂L

exis

判
例
速
報
二
二
号
四
七
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
秋
山
靖
浩
﹁
判
批
﹂
法
学
セ
ミ
ナ

―
六
三
七
号
四
二
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
平
野
裕
之
﹁
判
批
﹂
民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
四
＝
五
号
四
三
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
鎌
野
邦
樹
﹁
判
批
﹂
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
七
五
号

四
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、幸
田
雅
弘
﹁
判
批
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
八
号
一
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、塩
崎
勤
﹁
判
批
﹂
民
事
法
情
報
二
五
八
号
七
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、

河
津
博
史
﹁
判
批
﹂
銀
行
法
務
21　

六
八
六
号
一
二
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
円
谷
峻
﹁
判
批
﹂
平
成
一
九
年
度
重
要
判
例
解
説
︹
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増
一
三
五
四
号
︺

八
九
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、関
智
文
﹁
判
批
﹂
不
動
産
研
究
五
〇
巻
二
号
六
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、高
橋
寿
一
﹁
判
批
﹂
金
融
・
商
事
判
例
一
二
九
一
号
二
頁
（
二
〇
〇
八

年
）、
山
口
成
樹
﹁
判
批
﹂
判
例
評
論
五
九
三
号
︹
判
例
時
報
二
〇
〇
二
号
︺
一
八
五
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
大
西
邦
弘
﹁
判
批
﹂
広
島
法
学
三
二
巻
一
号
八
七
頁

（
二
〇
〇
八
年
）、
花
立
文
子
﹁
判
批
﹂
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
七
号
四
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
新
堂
明
子
﹁
批
判
﹂
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
九
〇
号
五
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、

拙
稿
﹁
判
批
﹂
同
志
社
法
学
六
〇
巻
五
号
二
一
八
七
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
等
が
あ
る
。

（
12
）　

高
橋
寿
一
教
授
は
、﹁
本
判
決
は
、︿
契
約
上
の
利
益
侵
害
に
留
ま
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為
責
任
を
問
い
え
な
い
﹀
と
解
し
て
は
い
な
い
。︿
契
約
上
の
利
益
の
侵

害
に
留
ま
る
場
合
で
あ
っ
て
も
﹃
基
本
的
な
安
全
性
﹄
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為
責
任
は
成
立
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、﹃
積
極
的
な
侵
害
の
意
思
﹄

　
（
二
八
五
五
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
二
〇

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

な
ど
の
要
件
は
不
要
で
あ
る
﹀
と
い
う
の
が
本
判
決
の
見
地
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
（
高
橋
寿
一
・
前
掲
注
（
11
）
六
頁
）。

　
　
　

ま
た
、
賠
償
の
対
象
た
り
得
る
損
害
に
関
し
て
、
鎌
野
邦
樹
教
授
は
、﹁
建
物
自
体
の
財
産
上
の
損
害
﹂
を
含
む
と
し
（
鎌
野
邦
樹
・
前
掲
注
（
11
）
一
五
頁
）、
山

口
成
樹
教
授
も
、﹁
本
判
決
の
意
義
は
、
拡
大
損
害
が
現
実
に
発
生
す
る
前
で
あ
っ
て
も
、
建
物
の
基
本
的
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
に
つ
き
、
建
物
所
有
者
に
不
法
行

為
に
も
と
づ
く
修
補
費
用
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
た
点
に
あ
る
﹂
と
す
る
（
山
口
成
樹
・
前
掲
注
（
11
）
一
八
六
頁
）。
な
お
、
大
西
邦
弘
準
教
授
も
、

本
判
決
の
読
み
方
に
関
し
て
、﹁
居
住
者
等
の
生
命
・
身
体
・
財
産
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
損
害
賠
償
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
り
、
瑕
疵
の
修
復
費
用
等
の
賠
償

は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
選
択
肢
⋮
⋮
の
可
能
性
は
高
く
な
い
﹂
と
し
て
い
る
（
大
西
邦
弘
・
前
掲
注
（
11
）
九
五
・
九
六
頁
）。

（
13
）　

秋
山
靖
浩
・
前
掲
注
（
11
）
四
三
頁
、
平
野
裕
之
・
前
掲
注
（
11
）
四
五
六
頁
。

（
14
）　

cf. C
h. L

A
P

O
YA

D
E

 D
E

SC
H

A
M

P
S, L

a réparation du préjudice économ
ique pur en droit français, R

ID
C

 1998. 367.

（
15
）　

C
ass. ass. plén., 6 oct. 2006, B

ull. n
o 9. 

同
判
決
は
、
契
約
不
履
行
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
を
保
護
す
る
に
あ
た
り
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
不
法
行
為

上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
し
、
債
務
者
の
第
三
者
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
判
決
が
債
務
者
の
不
法

行
為
責
任
を
無
限
定
に
認
め
た
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
も
強
い
。

（
16
）　

本
稿
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
条
文
訳
は
、
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
依
拠
し
て
い
る
が
、
同
書
で
﹁
過
失
﹂
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
﹁faute

﹂
に
つ
い
て
は
﹁
フ
ォ
ー
ト
﹂
と
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
17
）　

C
ass. civ., 6 déc. 1932, D

P
 1933. 1. 137, note L

. JO
SSE

R
A

N
D

.

（
18
）　

C
ass. A

ss. plén. 7 févr. 1986, B
ull. n

o 2. 

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
特
定
承
継
論
の
展
開
に
つ
い
て
詳
論
す
る
も
の
と
し
て
、
野
澤
正
充
・
前
掲
注
（
2
）
が
あ
る
。

ま
た
、
都
筑
満
雄
・
前
掲
注
（
2
）
九
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
19
）　

C
ass. civ. 1

re, 8 m
ars 1988, B

ull. n
o 69; C

ass. civ. 1
re, 21 juin 1988, B

ull. n
o 202 

な
ど
。
こ
れ
ら
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
都
筑
満
雄
・
前
掲
注
（
2
）
一
〇
二

頁
以
下
を
参
照
。

（
20
）　

C
ass. ass. plén., 12 juill. 1991, B

ull. n
o 5. 

同
判
決
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
都
筑
満
雄
・
前
掲
注
（
2
）
一
〇
六
頁
以
下
が
あ
る
。

（
21
）　

破
毀
院
民
事
部
一
九
三
一
年
七
月
二
二
日
判
決
は
、﹁
当
事
者
間
の
関
係
で
は
、
民
法
典
一
三
八
二
条
及
び
一
三
八
三
条
の
規
定
は
原
則
と
し
て
契
約
上
の
約
務
に

よ
り
生
じ
た
債
務
の
履
行
の
際
に
犯
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
の
規
律
に
お
い
て
援
用
さ
れ
得
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
契
約
外
の
第
三
者
と
の
関
係
で
は
適
用

さ
れ
る
﹂
と
判
示
し
（C

ass. civ. 22 juill. 1931, D
H

 1931. 506.

）、
そ
の
よ
う
な
帰
結
が
ノ
ン
・
キ
ュ
ム
ル
原
則
と
抵
触
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
22
）　

フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
認
め
る
判
示
は
、
破
毀
院
第
二
民
事
部
や
同
第
三
民
事
部
の
判
例
に
も
み
ら
れ
る
（
例
え
ば
、C

ass. civ. 2
èm

e, 23 oct. 2003, B
ull. n

o330; 

　
（
二
八
五
六
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
二
一

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

C
ass. civ. 3

 èm
e, 6 janv. 1999, B

ull. n
o3 

な
ど
。）。

（
23
）　

C
ass. civ. 1

re , 15 déc. 1998, B
ull. n

o368.
（
24
）　

C
ass. civ. 1

re , 18 juill. 2000, B
ull. n

o221; C
ass. civ. 1

 re, 13 févr. 2001. B
ull. n

o 35.

（
25
）　

C
ass. com

. 2 avr. 1996, B
ull. n

o101; C
ass. com

. 17 juin 1997, B
ull. n

o 187.

（
26
）　

C
ass. com

., 8 oct. 2002, JC
P

 G
 2003. I 152, obs. G

. V
IN

E
Y; C

ass. com
. 5 avr. 2005, B

ull. n
o 81.

（
27
）　

た
だ
し
、
破
毀
院
商
事
部
の
判
決
の
中
に
も
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
認
め
る
も
の
も
一
部
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
破
毀

院
商
事
部
二
〇
〇
三
年
七
月
一
日
判
決
（C

ass. com
. 1

er juill. 2003, B
ull. n

o 115.

）
等
が
そ
の
例
で
あ
る
。

（
28
）　

破
毀
院
全
部
会
は
、
妊
婦
が
、
風
疹
に
罹
患
し
て
い
れ
ば
中
絶
す
る
つ
も
り
で
風
疹
の
抗
体
検
査
を
受
け
た
が
、
妊
娠
中
の
感
染
は
な
い
と
の
誤
っ
た
結
果
が
伝

え
ら
れ
た
た
め
に
、
妊
娠
を
継
続
し
、
重
度
の
障
害
を
も
っ
た
子
ど
も
を
出
産
し
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
通
称P

erruche

判
決
（C

ass. ass. plén. 17 nov. 2000, 

B
ull. n

o 9

）
に
お
い
て
、﹁
妊
婦
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
の
履
行
の
際
に
医
師
及
び
研
究
所
に
よ
り
犯
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
が
、
妊
婦
が
障
害
を
も
つ
子
ど
も
の
出

生
を
回
避
す
る
た
め
に
妊
娠
中
絶
を
す
る
と
い
う
選
択
を
妨
げ
た
と
き
、
そ
の
子
ど
も
は
、
そ
の
障
害
の
結
果
生
じ
、
認
定
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
に
起
因
す
る
損
害
の

賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
判
示
し
た
。
こ
の
事
案
で
は
、
子
ど
も
が
原
告
と
な
っ
て
、
医
師
及
び
生
物
医
学
研
究
所
を
訴
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
判
決
は
、

医
師
及
び
研
究
所
の
妊
婦
に
対
す
る
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
を
、
第
三
者
た
る
子
ど
も
に
対
す
る
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も

思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
同
判
決
は
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
の
許
否
が
直
接
に
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
点
に
関
す
る
破
毀
院

全
部
会
の
立
場
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
同
判
決
を
紹
介
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
ロ
ー
ラ
ン
・
ル
ヴ
ヌ
ー
ル
︹
小
粥
太
郎
訳
︺﹁
医
療
責
任
に

関
す
る
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
民
事
判
例
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
五
号
七
四
頁
以
下
（
二
〇
〇
一
年
）、
山
野
嘉
朗
﹁
障
害
児
の
出
生
と
医
師
の
民
事
責
任
―
フ
ラ
ン
ス

破
毀
院
大
法
廷
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
七
日
判
決
を
機
縁
と
し
て
―
﹂
愛
知
学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
四
二
巻
三
号
四
六
頁
以
下
（
二
〇
〇
一
年
）、本
田
ま
り
﹁
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
先
天
性
風
疹
症
候
群
児
出
生
と
医
師
の
責
任
﹂
上
智
法
学
論
集
四
五
巻
三
号
一
九
九
頁
（
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
29
）　

V
IN

E
Y

は
、
後
掲
注
（
30
）
書
の
第
三
版
で
は
、
全
部
会
判
決
の
立
場
に
関
し
て
、
第
三
者
に
直
接
的
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
あ
ら
ゆ
る
契
約
上
の
違
背
が
第
三
者

に
対
す
る
債
務
者
の
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
た
点
に
つ
い
て
は
賛
意
を
表
し
て
お
り
、
改
説
し
て
い
る
（G

. V
IN

E
Y, T

raité de droit civil, Introduction 

à la responsabilité, 3
 èm

e éd., L
G

D
J, 2008, n

o 215

―4.

）。

（
30
）　

G
. V

IN
E

Y, supra note （26

）; T
raité de droit civil, Introduction à la responsabilité 2

 èm
e éd., L

G
D

J, 1995, n
o 215.

（
31
）　

P. JO
U

R
D

A
IN

, R
T

D
 civ. 1995. 898.

　
（
二
八
五
七
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
二
二

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

（
32
）　

C
hristian L

A
R

R
O

U
M

E
T

も
、JO

U
R

D
A

IN

と
類
似
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
契
約
上
の
債
務
へ
の
違
反
が
、
万
人
に
対
し
て
万
人
と
の
関
係
で

課
せ
ら
れ
る
債
務
を
守
ら
な
い
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
同
時
に
、
利
害
関
係
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
者
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
得
る
フ
ォ
ー
ト
を
構
成

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
債
務
が
契
約
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
債
務
の
不
履
行
と
い
う
所
為
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
に
対
す
る
債
務
者

の
契
約
外
責
任
は
認
め
ら
れ
る
﹂
が
、﹁
こ
れ
に
対
し
、
債
務
者
が
契
約
外
で
は
誰
に
対
し
て
も
課
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
特
別
の
債
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
承
諾
し

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
債
務
へ
の
違
反
は
、
債
権
者
に
よ
っ
て
、
契
約
の
名
に
お
い
て
し
か
、
援
用
さ
れ
得
な
い
﹂
と
す
る
（C

h. L
A

R
R

O
U

M
E

T, D
roit 

civil –L
es obligations-L

e contrat- Tom
e III, 5

 èm
e éd., E

conom
ica, 2003, spéc. n

o 751

）。

（
33
）　

D
. M

A
Z

E
A

U
D

, D
efrénois 1999. 37008; R

D
C

 2005. 687.

（
34
）　

J. M
E

ST
R

E
, R

T
D

 civ. 1999. 625.

（
35
）　

L
. L

E
V

E
N

E
U

R
, C

ontrats C
onc. C

onsom
. 1991 n

o 135 et 1999 n
o 37.

（
36
）　

H
. G

R
O

U
T

E
L

, R
C

A
 juin 2005, n

o 174.

（
37
）　

M
. B

A
C

A
C

H
E

-G
IB

E
IL

I, L
a relativité des conventions et les groupes de contrats, L

G
D

J 1996, n
os 56 et s. B

A
C

A
C

H
E

-G
IB

E
IL

I

の
見
解
に
つ
い
て
は
、

都
筑
満
雄
・
前
掲
注
（
2
）
中
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
と
契
約
の
相
対
効
原
則
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
書
一
三
二
頁
以
下
を

参
照
さ
れ
た
い
。）。

（
38
）　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
の
相
対
効
原
則
に
関
し
て
は
、
高
畑
順
子
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
の
相
対
効
原
則
を
め
ぐ
っ
て
﹂
法
と
政
治
三
八
巻
二
号
一
一
一

頁
（
一
九
八
七
年
）、
野
澤
正
充
・
前
掲
注
（
2
）
を
参
照
。

（
39
）　

J. H
U

E
T, R

esponsabilité contractuelle et délictuelle, essai de délim
itation entre les deux orders de responsabilité, thèse 1978, n

o 640.

（
40
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
六
五
条
は
、﹁
合
意
は
契
約
当
事
者
の
間
で
な
け
れ
ば
効
果
を
有
し
な
い
。
合
意
は
第
三
者
を
何
ら
害
さ
な
い
。
合
意
は
一
一
二
一
条
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
第
三
者
の
利
益
に
は
な
ら
な
い
﹂
と
規
定
す
る
。
な
お
、
一
一
二
一
条
は
﹁
そ
れ
が
自
己
の
た
め
に
行
う
約
定
ま
た
は
他
の
者

に
対
し
て
行
う
贈
与
の
条
件
で
あ
る
と
き
は
、
同
様
に
第
三
者
の
た
め
に
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
約
定
を
行
っ
た
者
は
、
第
三
者
が
そ
の
利
益
を
受
け
よ

う
と
す
る
旨
を
申
述
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
規
定
し
て
い
る
。

（
41
）　

J. H
U

E
T, supra note （39

）, n
o 643.

（
42
）　

J. H
U

E
T, supra note （39

）, n
os 649 et s.

　
　
　

H
U

E
T

は
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
裁
判
例
と
し
て
、
パ
リ
控
訴
院
一
九
七
四
年
三
月
八
日
判
決
（R

T
D

 civ. 1974. 814, obs. G
. D

U
R

R
Y

）
を
挙

　
（
二
八
五
八
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
二
三

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

げ
る
。
同
判
決
は
、
自
動
車
工
が
、
自
動
車
の
所
有
者
か
ら
注
文
さ
れ
た
﹁triplex

﹂
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
よ
り
安
価
な
﹁sécurit

﹂
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
を
取
り

付
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
者
が
事
故
を
起
こ
し
、
被
害
者
が
死
亡
し
た
が
、
仮
に
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
が
﹁triplex

﹂
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

事
故
に
よ
り
ひ
び
割
れ
は
し
た
で
あ
ろ
う
が
、﹁sécurit

﹂
の
も
の
と
は
異
な
り
割
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
関
し
て
、﹁sécurit

﹂
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ

ス
が
認
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
製
造
自
動
車
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、﹁
自
動
車
修
理
工
が
⋮
⋮
そ
の
顧
客
に
対
す
る

責
任
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
フ
ォ
ー
ト
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
主
と
し
て
契
約
上
の
も
の
で
あ
り
⋮
⋮
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
場
合
も
、
軽
率
、

不
注
意
（inattention

）、
懈
怠
の
フ
ォ
ー
ト
と
は
分
析
し
得
ず
、
ま
し
て
、
法
規
の
不
遵
守
と
は
い
え
な
い
﹂
と
判
示
し
た
。

（
43
）　

J. H
U

E
T, supra note （39

）, n
o 659.

（
44
）　

J. H
U

E
T, supra note （39

）, n
o 660.

（
45
）　

J. H
U

E
T, supra note （39

）, n
o 662.

（
46
）　

J. H
U

E
T, supra note （39

）, n
o 672.

（
47
）　

J. H
U

E
T, supra note （39

）, n
os 674 et s.

（
48
）　

R
. W

IN
T

G
E

N
, É

tude critique de la notion d ’opposabilité : les effets du contrat à l ’égard des tiers en droit français et allem
and, L

G
D

J, 2004, n
os 

333 et s.

（
49
）　

こ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る
場
合
に
関
す
るW

IN
T

G
E

N

の
主
張
を
紹
介
す
る
。W

IN
T

G
E

N

は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
を
、
契
約
と
の
関
係
で
特

別
の
地
位
を
占
め
る
ゆ
え
に
一
定
の
第
三
者
が
特
に
保
護
さ
れ
る
場
合
と
区
別
し
て
論
じ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
お
り
、
後
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
第
三
者

は
契
約
に
同
意
し
て
い
な
い
も
の
の
、
客
観
的
・
間
接
的
に
、
契
約
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
交
換
取
引
に
関
与
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
相
対
効
原
則
と
形
式
的
に
抵

触
す
る
と
し
て
も
、
契
約
責
任
の
拡
張
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
（R

. W
IN

T
G

E
N

, supra note （48

）, n
o 339

）。

（
50
）　

前
掲
注
（
42
）
で
挙
げ
た
パ
リ
控
訴
院
一
九
七
四
年
三
月
八
日
判
決
は
後
者
の
例
で
あ
る
と
い
う
。

（
51
）　

R
. W

IN
T

G
E

N
, supra note （48

）, n
os 343 et s . 

も
っ
と
も
、
契
約
が
全
く
存
在
し
な
け
れ
ば
債
務
者
が
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
か
ら
、
契
約
が
不
法
行
為
上
の

フ
ォ
ー
ト
と
全
く
無
関
係
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（n

o 346.

）。

（
52
）　

R
. W

IN
T

G
E

N
, supra note （48

）, n
os 349 et s.

（
53
）　

R
. W

IN
T

G
E

N
, supra note （48

）, n
os 353 et s.

（
54
）　

周
知
の
と
お
り
、P

hilippe R
É

M
Y

が
、
一
九
九
七
年
に
﹁﹃
契
約
責
任
﹄
：
誤
っ
た
観
念
の
歴
史
﹂
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
て
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
契
約

　
（
二
八
五
九
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
二
四

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

責
任
が
履
行
機
能
を
有
す
る
も
の
な
の
か
、
不
法
行
為
と
同
様
に
賠
償
機
能
を
有
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
（P

h.R
É

M
Y, L

a

︽responsabilité contractuelle

︾: histoire d ’un faux concept, R
T

D
 civ. 1997. 323.

）。 

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

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

任
論
の
展
開
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
今
野
正
規
﹁
フ
ラ
ン
ス
契
約
責
任
論
の
形
成
（
1
）～（
3
・
完
）﹂
北
大
法
学
論
集
五
四
巻
四
号
一
四
一
〇
頁
、
五
号

一
八
二
四
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
六
号
二
四
一
四
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

（
55
）　

R
. W

IN
T

G
E

N
, supra note （48

）, n
o 340.

（
56
）　

こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
相
対
性
を
認
め
る
か
と
い
う
問
題
と
、
契
約
外
の
フ
ォ
ー
ト
の
相
対
性
を
認
め
る
か
と
い
う
問
題
と
は
一
応
別
の
問
題
で
あ

る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
後
者
の
問
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
ル
ー
ル
は
一
定
の
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
法
的
ル
ー
ル
へ
の
違
反
は

当
該
ル
ー
ル
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
の
保
持
者
と
の
関
係
で
し
か
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（cf. J-P. T

O
SI, L

e 

m
anquem

ent contractual dérelativisé, in
 R

uptures, m
ouvem

ents et continuité du droit, m
élange G

obert, p. 481, E
conom

ica, 2004

）。

（
57
）　

債
務
の
射
程
に
着
目
し
て
フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
限
定
す
る
見
解
は
、
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト
の
前
提
と
な
る
債
務
の
射
程
が
債
権
者
の
み
な
ら
ず
第
三
者
を
含
む

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
債
務
の
不
履
行
が
第
三
者
と
の
関
係
で
も
違
法
と
な
り
得
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
背
景
と
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

（
58
）　

G
. V

IN
E

Y, D
. 2006. 2825; P. JO

U
R

D
A

IN
, D

. 2007. 2900, R
T

D
 civ. 2007. 123; B

. FA
U

VA
R

Q
U

E
-C

O
SSO

N
, D

. 2007. 2976; P
h. M

A
L

IN
VA

U
D

, R
D

I 2006. 

504; D
. M

A
Z

E
A

U
D

, R
D

C
 2007. 269; N

. D
A

M
A

S, A
JD

I 2007. 295; C
. L

A
C

R
O

IX
, PA

 22 janv. 2007. 16

な
ど
。

（
59
）　

L
. B

L
O

C
H

, R
C

A
 2006 étude n

o 17; S. C
A

R
VA

L
, R

D
C

 2007. 279

な
ど
。

（
60
）　

こ
れ
ら
の
相
違
点
は
、
全
部
会
判
決
と
第
一
民
事
部
の
立
場
と
の
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
も
の
だ
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、P

h. ST
O

F
F

E
L

-

M
U

N
C

K
, L

a relativité de la faute contractuelle, R
D

C
 2007. 588

が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、P

h. JA
C

Q
U

E
S, E

instein à la C
our de cassation: la relativité 

de la théorie, R
D

C
 2007. 574

は
、
こ
れ
ら
の
相
違
点
は
、
実
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

（
61
）　

cf. R
. W

IN
T

G
E

N
, ︽ Tout fait quelconque

⋮ 

︾: le m
anquem

ent contractuel saisi par l ’article 1382 du C
ode civil, R

D
C

 2007.609.

（
62
）　

F
rançis A

SSIÉ
, B

IC
C

 n
o 651.

（
63
）　

報
告
担
当
裁
判
官
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
全
部
会
判
決
の
理
解
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、P. D

E
U

M
IE

R
, R

T
D

 civ. 2007. 

61

が
あ
る
。

　
（
二
八
六
〇
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
二
五

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

（
64
）　

G
A

R
IA

Z
Z

O

に
よ
り
引
用
さ
れ
た
の
は
第
三
版
（J. F

L
O

U
R

＝ J-L
. A

U
B

E
R

T

＝ Y. F
L

O
U

R
=

 E
. SA

VA
U

X
, D

roit civil, L
es obligations, le rapport 

d ’obligation, 3
èm

e éd., A
rm

and C
ollin, 2004.

）
で
あ
る
が
、
最
新
版
で
あ
る
第
五
版
に
お
い
て
も
、
同
人
ら
の
主
張
に
変
化
は
な
い
。

　
　
　

こ
こ
で
、F

L
O

U
R

 =
 A

U
B

E
R

T
 =

 F
L

O
U

R
 =

 SA
VA

U
X

の
考
え
方
に
つ
い
て
若
干
敷
衍
し
て
お
き
た
い
。
同
人
ら
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
た
る
第
三
者
が
、
損
害
賠

償
を
請
求
す
る
た
め
に
契
約
上
の
違
背
を
援
用
す
る
場
合
、
当
該
第
三
者
は
、
契
約
か
ら
生
じ
る
債
権
債
務
関
係
に
入
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
不

履
行
と
い
う
事
実
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
、
契
約
の
対
抗
力
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
者
が
契
約
不
履
行
に
よ

り
損
害
を
被
っ
た
以
上
、
債
務
者
は
、
一
三
八
二
条
に
い
う
不
他
害
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
債
務
者
は
、
そ
の
債
務
を
き
ち
ん
と
履
行
し
て

い
れ
ば
回
避
で
き
た
で
あ
ろ
う
、
第
三
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
状
況
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
が
そ
の
よ
う
な
状
況
を
債
務
者
に
対
し
て
主
張
で

き
な
い
と
す
る
理
由
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
が
契
約
上
の
違
背
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
に
は
、
人
の
所
為
に
よ
る
不
法
行
為
責
任

の
要
件
は
全
て
充
足
さ
れ
て
お
り
、
第
三
者
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
一
般
的
義
務
へ
の
違
反
を
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に

よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
債
務
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
因
果
関
係
の
有
無
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
賠
償
請
求

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
損
害
が
、
真
に
債
務
者
の
契
約
上
の
違
背
の
結
果
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（J. F

L
O

U
R

=
 J-L

. A
U

B
E

R
T

=
 Y. F

L
O

U
R

=
 E

. 

SA
VA

U
X

, D
roit civil, L

es obligations, le rapport d ’obligation, 5
 èm

e éd., Sirey, 2007, n
o 183

）。

（
65
）　

A
. G

A
R

IA
Z

Z
O

, B
IC

C
 n

o 651, JC
P

 éd. G
. 2006 II 10181.

（
66
）　

フ
ォ
ー
ト
の
同
一
視
を
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
債
務
者
が
不
競
争
条
項
に
違
反
し
て
営
業
を
は
じ
め
る
こ
と
は
契
約
上
の
フ
ォ
ー
ト

を
構
成
し
、
こ
れ
が
不
法
行
為
上
の
フ
ォ
ー
ト
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
債
務
者
の
営
業
場
所
の
近
隣
で
商
売
を
営
む
第
三
者
は
、
債
務
者

が
営
業
を
は
じ
め
た
た
め
に
自
身
の
顧
客
が
減
少
し
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
債
務
者
に
対
し
て
不
法
行
為
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
結
論
は
、
不
競
争
条
項
が
債
権
者
の
利
益
の
た
め
だ
け
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
が
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
認
め

る
も
の
で
あ
っ
て
不
当
だ
と
さ
れ
る
。cf. P. A

N
C

E
L

, F
aut-il ︽ faire avec 

︾?, R
D

C
. 2007. 543, n

o 10.

（
67
）　

cf. P. A
N

C
E

L
, supra note （66

）, n
o 27.

（
68
）　

C
. G

R
IM

A
L

D
I, Toute faute contractuelle est une faute délictuelle, m

ais encore faut-il s ’entendre sur le préjudice réparable!, R
D

C
. 2007. 565 et s.

（
69
）　

C
. G

R
IM

A
L

D
I, supra note （68

）.

（
70
）　

山
田
誠
一
﹁
契
約
の
相
対
効
﹂
法
学
教
室
一
五
二
号
三
九
頁
（
一
九
九
三
年
）。

（
71
）　

山
本
敬
三
﹁
契
約
の
拘
束
力
と
契
約
責
任
論
の
展
開
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
八
号
八
七
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

　
（
二
八
六
一
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
二
六

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

（
72
）　

契
約
責
任
の
機
能
に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
、
白
石
友
行
に
よ
る
一
連
の
論
考
が
あ
る
（
白
石
友
行
﹁
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論

モ
デ
ル
―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
論
の
検
討
﹂、﹁
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
の
理
論
的
基
礎--

契
約
不
履
行

に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
﹃
予
見
可
能
性
﹄﹂、﹁
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
﹃
帰
責
﹄
と
﹃
実
現
﹄
―
契
約
不
履
行

に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
﹃
帰
責
事
由
﹄
の
要
否
﹂、﹁
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
理
論
モ
デ
ル
の
変
遷
―
民
法
典
に

お
け
る
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
意
義
と
賠
償
理
論
の
実
践
的
意
図
﹂、﹁
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
―
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

に
関
す
る
二
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
﹃
損
害
﹄
要
件
の
意
義
﹂
法
学
政
治
学
論
究
七
〇
号
二
九
九
頁
、
七
一
号
二
五
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
七
二
号
三
八
三
頁
、
七
四

号
二
五
五
頁
、
七
五
号
二
六
九
頁
（
二
〇
〇
七
年
））。

（
73
）　

具
体
的
に
い
え
ば
、
債
務
者
が
、
債
権
者
に
対
し
て
責
任
制
限
条
項
を
課
す
こ
と
を
見
返
り
と
し
て
、
約
務
を
引
き
受
け
た
と
い
う
場
合
に
、
損
害
を
被
っ
た
の

が
債
権
者
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
、
そ
の
約
務
を
対
抗
さ
れ
る
が
、
責
任
制
限
条
項
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
損
害
を
被
っ
た
の
が
第
三
者

で
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
、
そ
の
約
務
を
対
抗
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
見
返
り
で
あ
っ
た
は
ず
の
責
任
制
限
条
項
を
対
抗
し
得
な
い
と
い
う
結
果
と
な
り
、
契

約
上
の
予
見
が
著
し
く
害
さ
れ
る
結
果
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
（P. A

N
C

E
L

, supra note （66

）, n
o 10.

）。

（
74
）　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
直
接
訴
権
を
有
す
る
第
三
者
が
債
務
者

に
対
し
て
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
ノ
ン
・
キ
ュ
ム
ル
原
則
の
適
用
を
受
け
る
結
果
、
契
約
訴
権
に
よ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
不

法
行
為
訴
権
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
者
や
直
接
訴
権
を
有
す
る
第
三
者
は
、
必
然
的
に
、
債
務
者
か
ら
、
契
約
責
任
に
関
す
る
法
律
上
の
規

定
や
特
約
を
対
抗
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
仮
に
、
ノ
ン
・
キ
ュ
ム
ル
原
則
の
適
用
を
受
け
な
け
れ
ば
、
債
権
者
や
直
接
訴
権
を
有
す
る
第
三
者
は
、
契
約
訴
権

で
は
な
く
不
法
行
為
訴
権
に
よ
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
不
法
行
為
訴
権
に
よ
っ
た
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
、
債
務
者
か
ら
、
契
約
責
任
に
関
す
る
法

律
上
の
規
定
や
特
約
を
対
抗
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
者
と
債
権
者
、
あ
る
い
は
第
三
者
相
互
間
の
不
公
平
の
問
題
は
、
ノ
ン
・

キ
ュ
ム
ル
原
則
の
適
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
だ
と
い
え
る
。

（
75
）　

こ
の
よ
う
な
問
題
が
我
が
国
で
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ペ
リ
カ
ン
便
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
平
成
一
〇
年
四
月
三
〇

日
判
決
（
判
例
時
報
一
六
四
六
号
一
六
二
頁
）
は
、
Ａ
ら
か
ら
宝
石
の
加
工
を
請
け
負
っ
た
Ｘ
（
上
告
人
）
の
下
請
人
Ｂ
が
、
加
工
を
了
し
た
宝
石
を
、
宅
配
便
を

利
用
し
て
Ｘ
に
送
付
す
る
た
め
、
運
送
人
Ｙ
（
被
上
告
人
）
と
の
間
で
Ｂ
を
荷
送
人
、
Ｘ
を
荷
受
人
と
す
る
運
送
契
約
を
締
結
し
た
が
、
Ｙ
に
よ
る
運
送
途
中
に
宝

石
が
紛
失
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、﹁
責
任
限
度
額
の
定
め
は
、
運
送
人
の
荷
送
人
に
対
す
る
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
責
任
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
荷
送
人
に

対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
責
任
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
当
事
者
の
合
理
的
な
意
思
に
合
致
す
る
﹂、
ま
た
、﹁
本
件
荷
物
の
荷
受
人
で
あ
る

　
（
二
八
六
二
）



契
約
不
履
行
に
よ
り
経
済
的
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
の
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

�

四
二
七

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
六
号

上
告
人
は
、
品
名
及
び
価
格
を
正
確
に
示
す
と
き
は
被
上
告
人
又
は
そ
の
他
の
貨
物
運
送
業
者
が
取
り
扱
っ
て
い
る
宅
配
便
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
Ｂ
と
の
間
で
長
年
に
わ
た
っ
て
頻
繁
に
宅
配
便
を
利
用
し
て
宝
石
類
を
送
付
し
合
っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
荷
物
に
つ
い
て
も
、
単
に
こ
れ

が
宅
配
便
に
よ
っ
て
運
送
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
Ｂ
が
被
上
告
人
の
宅
配
便
を
利
用
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
低
額
な
運
賃
に
よ
り
宝
石
類
を
送
付
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
享
受
し
て
い
た
上
告
人
が
、
本
件
荷
物
の
紛
失
を
理
由
と
し
て
被
上
告
人
に
対
し
責

任
限
度
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
た
。

　
（
二
八
六
三
）


