
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
（
三
・
完
）
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序
論

第
一
章

原
理

第
一
節

性
質

第
一
款

帰
責
・
実
現

㈠

賠
償
モ
デ
ル
と
不
履
行
＋
帰
責
事
由

㈡

履
行
モ
デ
ル
と
不
履
行
＋
限
界

第
二
款

異
別
・
同
一

㈠

賠
償
モ
デ
ル
に
お
け
る
同
一
性
の
問
題

㈡

履
行
モ
デ
ル
に
お
け
る
同
一
性
の
意
味

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�
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�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�(以
上
、
八
五
巻
一
号
)

第
二
節

対
象

第
一
款

損
害
・
契
約

㈠

賠
償
モ
デ
ル
と
損
害

㈡

履
行
モ
デ
ル
と
「
損
害
」

第
二
款

制
限
・
完
全

㈠

賠
償
モ
デ
ル
と
完
全
賠
償
・
制
限
賠
償

㈡

履
行
モ
デ
ル
と
完
全
履
行

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�(以
上
、
八
五
巻
二
号
)

第
二
章

体
系

第
一
節

不
履
行
法

第
一
款

履
行
と
賠
償
・
履
行
と
履
行

㈠

賠
償
モ
デ
ル
に
お
け
る
履
行
と
賠
償
の
関
係

㈡

履
行
モ
デ
ル
に
お
け
る
履
行
手
段
の
二
元
性

第
二
款

制
裁
と
賠
償
・
離
脱
と
実
現

㈠

賠
償
モ
デ
ル
と
解
除
＝
責
任
モ
デ
ル

㈡

履
行
モ
デ
ル
と
解
除
＝
離
脱
モ
デ
ル

第
二
節

責
任
法

第
一
款

類
似
・
相
違

㈠

賠
償
モ
デ
ル
に
お
け
る
制
度
の
類
似

㈡

履
行
モ
デ
ル
に
お
け
る
制
度
の
相
違



第
二
章

体
系

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
そ
れ
自
体
を
対
象
と
す
る
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、

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
は
、
よ
り
広
く
、
契
約
不
履
行
法
、
民
事
責
任
法
等
と
の
関
連
に

お
い
て
も
、
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
礎
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と

い
う
点
は
、
契
約
不
履
行
法
全
体
、
更
に
は
、
民
事
責
任
制
度
の
あ
り
方
や
構
造
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
を
確
定
す
れ
ば
直
ち
に
解
答
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
問
題

で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す

る
た
め
の
制
度
と
し
て
把
握
す
る
構
想
が
所
与
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
影
響
関
係
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
抜
け
落
ち
て
い
た
視
点
を
補
う
と
い
う
意
味
で
も
、
契
約
不
履
行

に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
角
か
ら
、
契
約
不
履
行
法
、
民
事
責
任
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
意
義
が

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
本
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
契
約
不
履
行
法
の
体
系
化
問
題
と
関
連
し
て
、
契
約
不
履
行
に

基
づ
く
損
害
賠
償
と
そ
の
他
の
救
済
手
段
と
の
関
係
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
が
大
き
な
意

味
を
持
つ
も
の
に
検
討
対
象
を
限
定
し
、
損
害
賠
償
と
履
行
請
求
及
び
解
除
と
の
関
係
が
扱
わ
れ
る
。
次
い
で
、
更
に
視
野
を
広
げ
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第
二
款

拡
大
・
縮
小

㈠

賠
償
モ
デ
ル
と
領
域
の
拡
大

㈡

履
行
モ
デ
ル
と
領
域
の
縮
小
？

結
論�
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�(以
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、
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号
)



て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
民
事
責
任
法
の
影
響
関
係
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
二
つ
の
損
害
賠
償

制
度
の
領
域
及
び
相
違
と
い
う
問
題
が
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
章
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原

理
を
問
い
、
そ
こ
か
ら
、
契
約
不
履
行
法
・
民
事
責
任
法
の
体
系
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
議
論
に
新
た
な
視
点
を
提

供
す
る
と
と
も
に
、
契
約
不
履
行
法
改
正
に
向
け
た
議
論
の
基
礎
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
節

不
履
行
法

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
不
履
行
に
対
す
る
そ
の
他
の
救
済
手
段
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
れ

が
、
本
節
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
い
そ
れ
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
も
強
く
意
識
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
実
際
、
現
実
の
履
行
請
求
及
び
解
除
と
損
害
賠
償
請
求
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
議
論
の
蓄

積
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
モ
デ
ル
と
い
う
視
点
か
ら
、
契
約
不
履
行
に
対
す
る
救
済
間

の
関
係
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
把
握
の
仕
方
、
更
に
は
、
制
度
設
計
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
本
質
的
な
疑
問
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
構
築
す
る
に
際
し
て
、
捩
れ
や
歪
み
が
生
じ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
本
節
は
、
損
害
賠
償
と
履
行
請
求
及
び
解
除
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
を
素
材
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
制
度
構
築
の
た
め
の
基
礎
的
考
察
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

第
一
款

履
行
と
賠
償
・
履
行
と
履
行

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
履
行
請
求
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
、
現
実
の
履
行
請
求

は
損
害
賠
償
請
求
と
の
関
係
で
一
義
的
な
性
格
を
持
つ
の
か
、
あ
る
い
は
、
現
実
の
履
行
請
求
は
債
権
や
契
約
の
効
力
な
の
か
、
そ

れ
と
も
、
債
務
不
履
行
後
に
認
め
ら
れ
る
救
済
手
段
な
の
か
と
い
う
形
で
問
題
が
設
定
さ
れ
て
き
た
（

）。
判
例
に
よ
れ
ば
、
履
行
が
不

215
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能
と
な
る
か
（
あ
る
い
は
不
能
に
準
じ
た
状
態
に
な
る
か
（

））、
契
約
が
解
除
さ
れ
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
、
塡
補
賠
償
を
請
求
す
る

216

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
債
権
者
が
相
当
期
間
を
定
め
て
催
告
し
、
そ
の
期
間
内
に
履
行
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
塡
補
賠
償
の
請

求
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
（

）、
こ
れ
も
、
右
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な

217

問
題
設
定
が
不
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、
議
論
が
深
め
ら
れ
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
の
制
度
の
関
係
を
検
討
す
る
際
に
は
、
両
者
の
性
質
や
そ
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
を
前
提
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
が
考
慮
さ
れ
な
い
ま

ま
議
論
が
展
開
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め

の
制
度
と
し
て
理
解
す
る
の
か
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
把
握
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、

そ
れ
と
現
実
の
履
行
請
求
と
の
関
係
性
も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
更
に
言
え
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

償
の
原
理
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
た
、
履
行
請
求
の
一
義
性
、
契

約
の
拘
束
力
に
対
す
る
侵
害
と
い
っ
た
視
点
の
持
つ
意
味
も
、
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
本
款
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心

に
基
づ
き
、
あ
く
ま
で
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
角
か
ら
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

償
と
履
行
請
求
と
の
関
係
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈠

賠
償
モ
デ
ル
に
お
け
る
履
行
と
賠
償
の
関
係

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
同
じ
く
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る

た
め
の
制
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
損
害
賠
償
債
権
は
、
そ
の
要
件
を
充
足
し
た
時
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
不
履
行
に
よ
っ
て
損

害
が
発
生
し
た
時
に
発
生
す
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
債
務
が
履
行
不
能
も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
た
状
態
に
な

る
か
、
契
約
が
解
除
さ
れ
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
、
債
権
者
が
相
当
期
間
を
定
め
て
催
告
し
、
そ
の
期
間
内
に
履
行
が
な
さ
れ
な
い

場
合
で
な
け
れ
ば
、
履
行
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
お
り
、
学
説
の
多
く
も
、
こ
の
よ
う
な
判
例
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の
解
決
を
支
持
し
て
き
た

（

)(
）。
こ
れ
を
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
場
合
で

218

219

あ
っ
て
も
、
右
の
よ
う
な
事
由
が
発
生
す
る
ま
で
は
、
そ
れ
を
請
求
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
請
求
と
の
関
連
に
お
け
る
現
実
の
履
行
請
求
の
一
義
性
は
確
保
さ
れ
う
る
が
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
の

下
で
、
こ
の
解
決
を
理
論
的
に
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
は
大
き
な
疑
問
が
残
る
。

賠
償
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
そ
の
要
件
を
充
足
し
た
時
に
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

債
務
に
何
ら
か
の
形
で
履
行
期
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
債
権
者
が
そ
の
期
日
に
債
務
の
履
行
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
、

損
害
も
発
生
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
単
な
る
履
行
遅
滞
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
履
行
期
が
経
過
す
れ
ば
、
債
務
不
履

行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
要
件
は
完
全
に
充
足
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
そ
の
要
件
を
充
足
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な

事
情
が
発
生
す
る
ま
で
、
履
行
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
構
成
す
る
理
由
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
も
、
伝
統
的
通
説
は
、
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
を
認
め
、
本
来
的
な
債
権
が
あ
る
一
定
の
時
期
に
損
害
賠
償

債
権
へ
と
転
化
す
る
と
い
う
債
務
転
形
論
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
事
由
が
発
生
す
る
ま
で
、
損
害
賠
償

債
権
は
存
在
し
て
い
な
い
と
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
と
完
全
に
矛
盾
し
た

解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（

)(
）。
も
ち
ろ
ん
、
単
に
履
行
期
を
経
過
し
た
だ
け
で
は
損
害
が
発
生
す
る

220

221

こ
と
は
な
い
と
理
解
す
る
余
地
も
あ
る
が
、
今
度
は
、
右
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
初
め
て
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

説
明
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
（

）。
222

こ
の
点
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
附
遅
滞
の
要
否
に
関
す
る
議
論
は
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
末
以

降
に
関
す
る
限
り
（

）、
一
面
に
お
い
て
は
（

）、
賠
償
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
、
つ
ま
り
、
要
件
充
足
時
の
損
害
賠
償
債
権
発
生
と
い

223

224

う
理
解
と
、
原
則
と
し
て
附
遅
滞
が
な
さ
れ
な
い
限
り
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
す
る
民
法
典
一
一
四
六
条

と
を
、
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
の
か
と
い
う
問
題
関
心
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
賠
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償
モ
デ
ル
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
、
損
害
、
因
果
関
係
と
い
う
三
要
件
の
充
足
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
債
権
が
発
生
す
る

こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
民
法
典
一
一
四
六
条
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
た
め
に
は
附

遅
滞
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
右
の
要
請
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
中
に
は
、
不
履

行
＝
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
債
権
が
発
生
し
、
か
つ
、
契
約
債
務
も
消
滅
す
る
と
の
理
解
を
示
す
も
の
が
存
在
し
た
か
ら
（

）、
225

不
履
行
後
も
附
遅
滞
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
債
権
者
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
履
行
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
右
の
考
え
方
と
正
面
か
ら
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
附
遅
滞

が
あ
ら
ゆ
る
損
害
賠
償
請
求
の
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
、
古
く
か
ら
争
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
議
論
の
中
で
、
一

九
世
紀
末
以
降
、
フ
ォ
ー
ト
を
起
点
と
し
た
一
連
の
議
論
が
登
場
し
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
の
発
生
と
い
う
命
題
と
附

遅
滞
制
度
を
理
論
的
に
調
整
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
民
法
典
一
一
四
六
条
に
よ
れ
ば
、
附
遅
滞
は
損
害
賠
償
請
求
に
必
要
な
要
件
で
あ
る
と
こ

ろ
、
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
状
態
が
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
附
遅
滞
は
不
要
で

あ
る
と
説
く
（

）。
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
ト
が
存
在
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
損
害
賠
償
債
権
が
発
生
し
、
債
権
者
は
附
遅
滞
を
行
う
こ
と
な
く

226

債
務
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
先
存
債

務
に
対
す
る
違
反
と
い
う
包
括
的
な
民
事
フ
ォ
ー
ト
の
定
義
を
基
礎
に
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
の
性
質
的
一
元
性
を
強
調
す
る
議

論
の
端
緒
と
な
っ
た
学
説
な
の
で
あ
り
（

）、
右
の
よ
う
な
理
解
は
、
ま
さ
に
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
の
発
生
と
い
う
基
本

227

構
想
と
附
遅
滞
制
度
を
矛
盾
な
く
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（

）。
ま
た
、
ア
レ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ァ
イ

228

ユ
も
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
民
法
典
の
条
文
及
び
判
例
に
お
い
て
、
附
遅
滞
が

不
要
と
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
、
全
て
、
債
務
者
が
既
に
不
履
行
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
場
合
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
債
務
者
は
既
に
不
履
行
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
た
め
に
、
債
権
者
は
附
遅
滞
を
行
う
こ
と
な
く
損
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害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（

）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
権
利
関
係
が
発
生
す
る
と

229

い
う
原
則
に
も
合
致
す
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ォ
ー
ト
が
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
（

）。
結
局
、
ヴ
ァ
イ
ユ
の
下
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
と
同
様
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
を
前
提
と
し
て
、
債
務
者
に
フ
ォ

230
ー
ト
が
存
在
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
附
遅
滞
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
債
権
が
発
生
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
の
発
生
と
い
う
基
本
構
想
と
附
遅
滞
制
度
の
両
立
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
（

）。
こ
う
し
た
方
向
性
を
更
に
推
し
進
め
、
附
遅
滞
制
度
を
賠
償
モ
デ
ル
の
枠
組
み
の
中
に
取
り
込
ん
だ
の
が
、

231

ド
ミ
ニ
ク
・
ア
リ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
ア
リ
ッ
ク
ス
は
言
う
。
民
法
典
の
条
文
や
判
例
に
お
い
て
附
遅
滞
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
は
、
債
務
者
が
終
局
的
に
債
権
者
の
権
利
を
侵
害
し
、
不
履
行
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
る
。

他
方
、
附
遅
滞
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
債
務
不
履
行
の
帰
責
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
性
質
上
、
不
履
行
が
フ
ォ
ー
ト
を
含
意
し
て
い
る
場
合
に
は
、
附
遅
滞
は
不
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
確

か
で
あ
る
と
き
に
は
、
附
遅
滞
に
よ
っ
て
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（

）。
結
局
、
ア
リ
ッ
ク

232

ス
に
よ
れ
ば
、
附
遅
滞
は
フ
ォ
ー
ト
と
い
う
責
任
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
の
発
生
と
い
う
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
の
自
覚
的
な
学
説
は
、
要
件
充
足
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
の
発
生
と
い
う
賠
償
モ
デ
ル
の
論

理
と
附
遅
滞
制
度
を
両
立
さ
せ
る
べ
く
、
あ
る
い
は
、
後
者
の
領
域
を
限
定
し
、
あ
る
い
は
、
後
者
を
フ
ォ
ー
ト
の
中
に
組
み
込
も

う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
契
約
の
不
履
行
が
確
定
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
附
遅
滞
の

要
否
を
決
す
る
方
向
性
を
示
し
た
近
年
の
合
同
部
判
決
は
（

）、
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（

）。
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
学
説
が

233

234

こ
の
よ
う
な
理
解
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
見
方
に
よ
れ
ば
、
現
実
履
行
の
損
害
賠
償
に
対
す
る
優
越

性
は
大
き
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
右
の
学
説
が
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
か
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は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
日
本
の
学
説
と
は
異
な
り
、
賠
償
モ
デ
ル
と
の
論
理
的
整
合
性
だ
け
は

確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
（

）。
235

右
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
日
本
に
お
い
て
も
、
塡
補
賠
償
請
求
権
は
債
務
不
履
行
時
に
発
生
す
る
も
の
と

理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
上
で
、
損
害
賠
償
請
求
に
対
す
る
履
行
請
求
の
優
越
性
を
確
保
し
、
判
例
法
理
の
解
決
を
正
当
化
す

る
た
め
に
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
ま
で
塡
補
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
構
成
に
辿
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
債
権
者
は
、
確
定
的
不
履
行
が
あ
る
ま
で
は
履
行
請
求
に
拘
束
さ
れ
、
そ
れ
以
降
に
な
っ
て
初
め
て
塡
補
賠
償
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る

（

)(
）。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
賠
償
の
論
理
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
を
承
認
し
つ
つ
、
履

236

237

行
請
求
の
一
義
性
を
基
礎
に
据
え
た
解
釈
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
以
下
の

よ
う
な
議
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
附
遅
滞
は
、
不
履
行
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
機
能
を
持
つ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
債

務
者
に
対
し
て
警
告
を
発
し
履
行
を
促
す
と
い
う
機
能
が
あ
る
。
こ
の
機
能
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
と
の
関
連
に
お
け
る
履
行
の
優

位
性
は
確
保
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
履
行
に
お
け
る
当
事
者
間
の
協
同
関
係
あ
る
い
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
う
る
の
で
あ
る
（

）。
こ
の
よ
う
な
機
能
の
二
元
性
か
ら
、
附
遅
滞
の
要
否
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
方
が
導
か
れ
る
。
履
行
が

238

可
能
で
あ
る
場
合
、
履
行
期
が
合
意
に
よ
っ
て
明
確
に
決
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
よ
り
一
般
的
に
債
務
者
が
履
行
遅

滞
に
あ
る
こ
と
を
正
当
に
知
り
え
な
い
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
に
先
立
ち
附
遅
滞
を
要
求
す
る
の
が
有
益
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
附

遅
滞
は
、
不
履
行
を
警
告
・
予
防
す
る
役
割
と
、
そ
れ
を
証
明
す
る
役
割
を
果
た
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
履
行
が
不
可
能
と
な
っ
た

場
合
や
、
債
権
者
に
と
っ
て
そ
の
利
益
が
失
わ
れ
た
場
合
、
ま
た
、
債
務
者
が
不
履
行
の
事
実
に
つ
い
て
如
何
な
る
疑
い
も
持
ち
え

な
い
場
合
に
は
、
附
遅
滞
は
、
警
告
及
び
予
防
、
証
明
の
点
で
の
有
用
性
を
持
た
な
い
か
ら
、
完
全
に
余
分
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ

故
、
附
遅
滞
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
履
行
は
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
債
権
者
に
と
っ
て
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
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で
あ
る
が
、
不
履
行
は
確
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
と
き
、
附
遅
滞
に
は
、
不
履
行
を
証
明
す
る
と
い
う

意
味
は
な
い
が
、
な
お
、
警
告
・
予
防
と
し
て
の
意
味
は
持
ち
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（

）。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
先
の
問
題
関
心
に
即

239

し
て
整
理
す
れ
ば
、
債
務
不
履
行
が
明
確
で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
附
遅
滞
に
よ
っ
て
、
損

害
賠
償
債
権
は
発
生
す
る
が
、
履
行
請
求
の
一
義
性
を
担
保
す
る
た
め
に
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
行
使
要
件
と
し
て
附

遅
滞
が
課
さ
れ
、
そ
れ
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
見
方
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
（

）。
240

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
の
学
説
に
お
い
て
は
、
附
遅
滞
と
い
う
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
の
行
使
に
一
定
の
制
約
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
附
遅
滞
に
類
す
る
よ
う
な
制

度
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
現
行
法
の
下
で
、
右
の
よ
う
な
解
決
、
つ
ま
り
、
契
約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
発

生
、
確
定
的
不
履
行
に
至
る
ま
で
の
行
使
の
制
約
と
い
う
解
決
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
制
度
的
に
担
保
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
問
題
も
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
（

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
は
措
く
と
し
て
も
、
右
の
理
解
に
対
し
て
は
、
よ
り
重
大
な
疑
問
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を
提
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

伝
統
的
通
説
が
、
一
定
の
事
由
が
発
生
す
る
ま
で
塡
補
賠
償
請
求
権
が
発
生
し
な
い
と
理
解
す
る
背
後
に
は
、
本
来
的
な
債
権
が

あ
る
一
定
の
時
期
に
損
害
賠
償
債
権
へ
と
転
化
す
る
と
い
う
債
務
転
形
論
が
あ
り
、
こ
の
債
務
転
形
論
は
本
来
的
な
債
権
と
損
害
賠

償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
近
時
の
議
論
が
一
定
の
範
囲
で
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請

求
の
併
存
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
債
務
転
形
論
と
同
一
性
命
題
を
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
自
体
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
こ
か
ら
一
つ
の
疑
問
も
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
賠
償
の
論
理
に

よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
目
的
は
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
本
来
的
な

債
権
の
目
的
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
本
来
的
な
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
と
い
う
命
題
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
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こ
れ
ら
二
つ
の
債
権
は
互
い
に
法
的
な
結
合
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
場
合
、
債
権
者
が

現
実
の
履
行
請
求
を
選
択
し
た
と
き
に
、
併
存
的
に
存
在
し
て
い
る
損
害
賠
償
債
権
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
。
反
対
に
、
債

権
者
が
塡
補
賠
償
請
求
を
選
択
し
た
と
き
に
、
本
来
的
な
債
権
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
。
二
つ
の
債
権
は
、
一
方
の
実
現

に
よ
っ
て
他
方
が
消
滅
す
る
と
い
う
関
係
に
立
つ
の
か
。

も
っ
と
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
不
履
行
に
対
す
る
救
済
手
段
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
が
現
実
の
履
行
請

求
を
選
択
し
、
本
来
的
な
債
権
が
履
行
さ
れ
る
に
至
れ
ば
、
不
履
行
も
治
癒
さ
れ
、
そ
の
救
済
手
段
も
消
滅
す
る
と
捉
え
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
二
の
問
題
は
残
る
の
で
は
な
い
か
。
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
す
る
請
求
権

を
行
使
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
本
来
的
な
契
約
債
権
の
目
的
は
達
成
さ
れ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
（

）。
理
論
的
に
見
れ
ば
、
履
行
請
求

242

権
の
排
除
原
因
が
生
じ
な
い
限
り
、
そ
れ
は
存
続
す
る
の
で
は
な
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求

を
同
時
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
権
者
に
対
し
て
二
重
の
利
得
を
得
さ
せ
る
と
い
う
事
態
は
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
一
方
を
債
権
の
効
力
に
基
づ
く
請
求
権
と
し
て
、
他
方
を
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
救
済

手
段
と
し
て
捉
え
つ
つ
、
両
者
の
併
存
を
認
め
る
と
い
う
前
提
の
下
、
そ
の
論
理
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
の
賠
償
の
理
解
は
、
右
の
よ
う
な
課
題
に
応
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
は
、
賠
償
概
念
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
（

）。
す
な
わ
ち
、
賠
償
に
は
、
加
害
者

243

が
フ
ォ
ー
ト
を
犯
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
に
被
害
者
を
回
復
さ
せ
る
「
現
実
賠
償
」
と
、
損
害
を
消
滅
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
塡
補
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
に
対
し
被
っ
た
損
害
に
等
し
い
利
益
を
提
供
す
る
「
等
価
賠
償
」

が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
、「
被
害
者
に
対
し
て
単
な
る
等
価
物
を
提
供
す
る
だ
け
で
損
害
を
存
続
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

被
告
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
消
滅
さ
せ
、
消
す
こ
と
」
を
意
味
し
、
履
行
の
強
制
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
後
者
は
、
損
害
の
存
続
・
塡
補
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
非
金
銭
的
等
価
賠
償
と
金
銭
的
等
価
賠
償
が
存
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在
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
の
理
解
に
お
い
て
は
、
債
務
者
に
よ
る
任
意
の
履
行
以
外
は
、
全
て
、
賠
償
の
問
題

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
と
こ
ろ
で
、
ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
は
、
契
約
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
関
係
に
つ
い
て
、
更
改
の
メ
カ
ニ

244

ズ
ム
を
用
い
た
説
明
を
行
っ
て
お
り
、
不
履
行
＝
フ
ォ
ー
ト
を
契
機
と
し
て
、
契
約
債
権
が
消
滅
し
、
損
害
賠
償
債
権
が
発
生
す
る

と
の
理
解
を
示
し
て
い
た
（

）。
こ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
債
権
の
性
質
に
関
す
る
理
解
と
右
の
賠
償
概
念
の
捉
え
方
と
を
併
せ
て
考
え
る

245

な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
債
務
者
に
よ
る
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
債
務
の
履
行
の
問
題
か
ら
そ
れ
と
は
レ
ベ
ル
の
異
な
る

賠
償
の
問
題
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
構
図
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
の
言
う
現
実
賠
償
と
等
価
賠

償
は
、
い
ず
れ
も
、
責
任
法
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
同
一
の
目
的
を
持
っ
た
制
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
二
つ

の
手
段
の
関
係
も
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
（

）。
246

こ
う
し
た
ア
ン
リ
・
マ
ゾ
ー
の
議
論
か
ら
は
、
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
の
併
存
を
認
め
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
理
論
的

に
調
整
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
両
者
を
同
じ
性
質
・
目
的
を
持
つ
手
段
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
は

な
い
か
と
の
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
不

履
行
に
対
す
る
救
済
と
し
て
の
賠
償
手
段
と
位
置
付
け
る
構
想
を
維
持
と
し
つ
つ
、
現
実
の
履
行
請
求
に
つ
い
て
も
不
履
行
に
対
す

る
救
済
手
段
と
し
て
位
置
付
け
る
形
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
（

）。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
不
履
行
を
契
機
と
し
て
、
履
行

247

請
求
と
損
害
賠
償
請
求
と
が
併
存
す
る
こ
と
を
無
理
な
く
説
明
し
う
る
し
、
そ
の
制
約
に
つ
い
て
も
、
債
務
者
の
追
完
権
や
両
当
事

者
の
衡
量
か
ら
説
明
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
現
実
の
履
行
請
求
を
あ
く
ま
で
も
債
権
の
効
力
と

248

し
て
把
握
す
る
構
想
を
維
持
し
た
上
で
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
を
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
手
段
の

関
係
を
整
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
履
行
モ
デ
ル
か
ら
の
議
論
が
そ
れ
で
あ
る
。

㈡

履
行
モ
デ
ル
に
お
け
る
履
行
手
段
の
二
元
性

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
債
権
の
効
力
と
し
て
捉
え
、
そ
の
履
行
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
付
け
る
モ
デ
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ル
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
も
、
現
実
の
履
行
請
求
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
に
は
、

そ
の
現
実
的
な
履
行
を
求
め
る
権
能
の
他
に
、
金
銭
と
い
う
等
価
物
に
よ
っ
て
履
行
を
実
現
す
る
権
能
が
含
ま
れ
て
い
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
履
行
請
求
権
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
も
（
以
下
、
こ
の
意
味
で
の
履
行
請
求
権
を
「
現
実
の
履
行
請

求
権
」
と
呼
ぶ
）、
損
害
賠
償
請
求
権
も
、
債
権
が
持
つ
広
い
意
味
で
の
「
履
行
請
求
権
」
の
一
形
態
で
あ
り
、
と
も
に
債
権
の
実
現

を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
が
正
常
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
債
権
者
に
対
し
て
、
そ
の

実
現
手
段
の
一
つ
と
し
て
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
利
用
す
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
現
実
の
履
行
請
求
権
と
損
害
賠
償
請
求
権
は
そ
の
運
命
を
共
に
し
、
一
方
に
よ
っ
て
「
履
行
請
求
権
」
が
充
足
さ
れ
れ
ば
、
他

方
も
消
滅
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
履
行
請
求
権
」
の
充
足
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
現
実
の

履
行
請
求
が
で
き
ず
、
し
か
も
、「
履
行
請
求
権
」
が
存
続
す
る
場
合
に
は
、
当
然
、
損
害
賠
償
請
求
に
よ
っ
て
こ
れ
を
充
足
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
の
履
行
請
求
が
排
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
、
債
権
に
お
け
る
「
履
行
請
求
権
」

が
消
滅
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（

）。
249

こ
の
よ
う
な
形
で
現
実
の
履
行
請
求
と
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
理
解
す
る
と
、
債
務
者
に
よ
る
債
務
の
不
履
行
が
存

在
す
る
場
合
、
債
権
者
は
、
現
実
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
、

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
手
段
の
選
択
は
債
権
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
の
手
段
も
、
債
権
者
が

有
し
て
い
る
「
履
行
請
求
権
」
の
具
体
的
発
現
な
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
の
選
択
に
制
約
を
設
け
る
理
由
は
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
（

）。
こ
れ
が
原
則
で
あ
る
。
最
初
期
の
判
例
や
学
説
が
、
民
法
の
構
造
を
正
確
に
把
握
し
つ
つ
、
債
権
の
効
力
を
強
調

250

し
て
、
不
履
行
が
あ
れ
ば
直
ち
に
塡
補
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
う
る
と
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
（

）。
251
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も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
方
向
性
か
ら
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
う
る
。

一
つ
は
、
損
害
賠
償
請
求
と
の
関
連
で
現
実
の
履
行
請
求
の
優
越
性
を
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
契
約
の
拘
束
力
の
原
則
が
侵
害
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
評
価
は
、
契
約
の
拘
束
力
の
意
味
と
、
履
行
の
捉
え
方
に
よ
る
。
す
な

わ
ち
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、「
債
権
者
は
履
行
請
求
で
き
る
」、「
債
務
者
は
履
行
へ
と
義
務
付
け
ら
れ
る
」
と
い

う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、「
債
権
者
は
履
行
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
債
権
者
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
は
出
て
こ
な
い
と

い
う
理
解
や
（

）、
債
務
不
履
行
に
対
す
る
一
定
の
救
済
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
、
現
実
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
契
約
の
拘

252

束
力
は
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
と
見
る
理
解
に
よ
れ
ば
（

）、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
命
ず
る
こ
と
が
、
契
約
の
拘
束
力
を
侵

253

害
す
る
こ
と
に
は
繫
が
ら
な
い
。
ま
た
、
本
稿
の
よ
う
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
本
来
的
債
権
の
効
力
と
し
て
、

そ
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
の
拘
束
力
が

侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
契
約
の
実
現
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
契

約
の
拘
束
力
を
尊
重
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
（

）。
254

も
う
一
つ
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
契
約
の
履
行
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
契
約

締
結
時
か
ら
行
使
し
う
る
は
ず
で
あ
り
、
従
っ
て
、
モ
デ
ル
と
し
て
不
適
切
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
履

行
モ
デ
ル
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
が
正
確
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
金
銭
的
等
価
物
に
よ
っ
て
そ
の
利

益
を
実
現
す
る
た
め
の
代
替
的
な
手
段
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
真
の
意
図
が
現
実
履
行
の
獲
得
に
あ
る
以
上
、

こ
の
代
替
的
な
履
行
実
現
手
段
を
、
債
務
不
履
行
以
前
に
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
方
向
性
を
更
に
推
し

進
め
、
債
務
者
に
よ
る
不
履
行
が
あ
っ
た
後
に
一
定
の
範
囲
で
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
行
使
に
制
約
を
設
け
た
と
し
て

も
、
賠
償
モ
デ
ル
の
よ
う
に
理
論
的
な
困
難
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
履
行
モ
デ
ル
か
ら
直
接
導
か
れ

る
帰
結
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
が
行
使
可
能
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
契
約
締
結
か
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ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
当
事
者
の
関
係
、
と
り
わ
け
、
現
実
の
履
行
に
向
け
た
信
頼
状
況
を
考
慮
し
て
、
同
じ
く
債
権
の
効
力
と
し

て
の
性
格
を
有
す
る
現
実
の
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
と
の
間
に
優
劣
を
設
け
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
現
実
の
履
行
請
求
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
債
権
者
が
現
実
の
履
行
を
受
け
る
こ
と

で
別
段
の
不
都
合
が
な
く
、
ま
た
、
損
害
賠
償
請
求
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
債
務
者
に
と
っ
て
過
大
な
負
担
に
な
る
と
き
に
は
、
債

権
者
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
制
約
を
設
け
、
た
だ
、
判
例
の
言
う
よ
う
に
、
債
権
者
が
相
当
期
間
を
定
め
て
催
告
を
し
、
そ
の
期

間
内
に
履
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
債
権
者
に
よ
る
代
替
的
な
履
行
確
保
手
段
の
行
使
を
認
め
る
と
い
う
解
決
も
（

）、
考
慮

255

に
値
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（

）。
256

第
二
款

制
裁
と
賠
償
・
離
脱
と
実
現

解
除
と
損
害
賠
償
の
関
係
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
の
損
害
賠
償
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
解
除
の
法
的
構
成
と
関
連
し
て
、
古
く
か
ら
多
く
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
（

）、
判
例
と
学

257

説
の
多
数
は
、
こ
こ
で
言
う
損
害
賠
償
は
四
一
五
条
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
し
て
い
る
（

）。
他
方
、
今
日
に
お
い
て

258

は
、
契
約
の
解
除
そ
れ
自
体
の
機
能
及
び
性
質
に
関
し
て
も
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
（

）。
伝
統
的
な
理
解
は
、
契
約
解
除
を

259

帰
責
事
由
に
基
づ
く
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
捉
え
て
き
た
の
に
対
し
て
（

）、
今
日
の
学
説
は
、
解
除
に
つ
い
て
、
有
用
で
は
な
く
な

260

っ
た
契
約
か
ら
の
離
脱
を
可
能
に
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（

）。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
解
除
の
本

261

質
に
関
す
る
議
論
の
転
換
は
、
解
除
の
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
理
解
に
つ
い
て
、
何
ら
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
そ
し
て
、
今
日
に
お
い
て
は
、
契
約
解
除
の
場
合
に
お
い
て
も
、
履
行
利
益
に
相
当
す
る
額
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
の
結
論
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
異
論
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
状
況
に
問
題
は
存
し
な
い
の
か
。
そ
こ
に
は
、
な
お
検
討
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
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な
い
か
。
伝
統
的
理
解
が
、
解
除
の
遡
及
効
の
有
無
に
関
す
る
議
論
と
は
別
に
、
解
除
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
損
害
賠
償
を
四
一
五
条

の
そ
れ
と
同
一
に
理
解
し
て
き
た
背
後
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
一
定
の
見
方
が
存
在
す
る
の
で
は
な

い
か
。
反
対
に
、
解
除
に
つ
い
て
、
契
約
か
ら
の
離
脱
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
こ
こ
で
の
損
害
賠
償
を
、
契
約
利
益
の
実
現
を
目
的

と
す
る
制
度
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
両
立
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
原
理
の
レ
ベ
ル
で
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
解
除
と
損
害
賠
償
の
関
係
は
、
議
論
し
尽
く
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損

害
賠
償
の
原
理
の
面
か
ら
光
を
当
て
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
余
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
問
題
を
再
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
、
解
除
の
機
能
と
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と

い
う
二
つ
の
視
角
を
用
い
て
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
論
理
構
造
を
解
明
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
枠
組

み
の
中
で
、
両
者
の
関
係
の
理
解
に
つ
き
、
理
論
的
に
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
存
在
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

㈠

賠
償
モ
デ
ル
と
解
除
＝
責
任
モ
デ
ル

伝
統
的
な
議
論
が
、
解
除
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
、
解
除
が
な
い
場
合
の
損
害
賠
償
と
異
な
ら
な
い
と

理
解
す
る
背
後
に
は
、
解
除
を
債
務
不
履
行
に
対
す
る
制
裁
な
い
し
責
任
と
し
て
捉
え
る
発
想
（
以
下
、「
解
除
＝
責
任
モ
デ
ル
」
と

呼
ぶ
）
と
賠
償
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
。

ま
ず
、
前
者
の
解
除
＝
責
任
モ
デ
ル
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
多
く
の
学
説
は
、
解
除
を
債
務
不
履
行
に
対
す
る
責
任
と
し

て
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
解
除
の
前
提
と
し
て
、
損
害
賠
償
と
同
じ
意
味
で
の
帰
責
事
由
が
必
要
で
あ
る
旨
を
導
い
て
き

た（
）。
帰
責
事
由
の
要
否
と
い
う
文
脈
で
、
既
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
（

）、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
損
害
賠
償
の

262

263

思
考
モ
デ
ル
が
解
除
へ
と
移
植
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
解
除
と
損
害
賠
償
が
同

じ
債
務
不
履
行
に
対
す
る
責
任
制
度
と
し
て
並
列
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、（
履
行

遅
滞
）
解
除
に
帰
責
事
由
が
必
要
か
と
い
う
問
題
関
心
自
体
、
民
法
施
行
直
後
の
学
説
に
は
存
在
せ
ず
（

）、
そ
の
後
の
学
説
に
よ
っ
て

264
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作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
解
除
の
債
務
不
履
行
責
任
化
に
先
行
す
る
よ
う
な
形
で
、
賠
償
モ
デ
ル
の
考
え
方
が
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
（

）、
賠
償
と
い
う
思
考
モ
デ
ル
が
、
日
本
の
契
約
不
履
行
法
の
議
論
に
大
き
な
影
響
を

265

及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
伝
統
的
な
議
論
が
、
解
除
を
損
害
賠
償
と
同
じ
責
任

制
度
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
通
説
は
、
解
除
に
よ
っ
て
契
約
が
遡
及
的
に
消
滅
す
る
と
理
解
し
て
き
た
（

）。
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
解
除
に

266

伴
っ
て
契
約
を
前
提
と
す
る
債
務
不
履
行
状
態
も
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
解
除
の
法
的
構
成
の
当
否
も

含
め
て
（

）、
解
除
と
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

267

少
な
く
と
も
、
原
理
の
レ
ベ
ル
で
見
る
な
ら
ば
、
解
除
＝
責
任
モ
デ
ル
と
賠
償
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
て
、
二
つ
の
併
存
を
認
め
、
解

除
が
損
害
賠
償
に
影
響
を
与
え
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
契
約
の
解
除
が
帰
責
事
由
に
基
づ

く
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
り
、
か
つ
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
不
法
行
為
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
責
任
制
度
と
し
て

の
側
面
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
制
度
も
有
責
な
債
務
不
履
行
を
起
点
と
す
る
責
任
制
度
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
債
務
者
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
債
務
不
履
行
責
任
を
問
い
、
そ
の
具
体
的
な
制
度
で
あ
る
解
除
と
損
害
賠
償
と

の
併
存
を
認
め
、
解
除
の
有
無
を
問
わ
ず
通
常
の
損
害
賠
償
を
課
し
た
と
し
て
も
、
原
理
的
な
矛
盾
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
解
除
の
責
任
化
と
い
う
構
成
に
よ
っ
て
そ
の
特
殊
性
が
消
し
去
ら
れ
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
と
繫
ぐ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
判
例
や
一
般
的
学
説
の
よ
う
に
、
契
約
を
遡
及
的
に
消
滅
さ
せ
な
が
ら
履
行
利
益
に
相
当
す
る
額
の
損
害
賠
償
の
付

与
を
認
め
る
と
い
う
の
は
、
評
価
面
で
の
衝
突
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
重
大
な
問
題
と
見
た
学
説
は
、
あ
る
い
は
、
解

除
の
遡
及
効
を
認
め
な
い
議
論
を
展
開
し
（

）、
あ
る
い
は
、
解
除
の
場
合
の
損
害
賠
償
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
等
で
（

）、
こ
う
し
た
衝

268

269

突
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
の
間
で
原
理
レ
ベ
ル
で
の
矛
盾
が
生
じ
て
い
な
い
以
上
、
評
価
面
で
の
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衝
突
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
損
害
賠
償
の
側
面
で
解
除
の
遡
及
効
が
制
限
さ
れ
る
と
言
う
だ
け
で
足
り
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
伝
統
的
通
説
は
、
解
除
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
損
害
賠
償
を
同
一
の
判
断
枠
組
み
で
規
律
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
、
伝

統
的
通
説
の
解
除
＝
責
任
モ
デ
ル
と
賠
償
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
解
除
の
効
果
に
関
す
る
法
律
構
成
レ
ベ
ル
で
の
抵
触
は
生
じ
て
も
、

原
理
レ
ベ
ル
で
の
矛
盾
は
発
生
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
伝
統
的
通
説
が
解
除
の
場
合
の
損
害
賠
償
と
解
除
が
な
い
場
合
の

損
害
賠
償
と
を
同
一
視
し
て
き
た
原
理
的
な
意
味
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
構
図
こ
そ
異
な
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
状
況
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
近
年

に
至
る
ま
で
、
解
除
の
場
合
の
損
害
賠
償
が
解
除
の
な
い
場
合
の
損
害
賠
償
と
異
な
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が
持
た
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
契
約
不
履
行
法
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
民
事
責
任
法
の

中
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
体
系
的
な
問
題
の
他
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を

賠
償
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
完
全
に
民
事
責
任
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
責
任
法
で
は
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
さ
え
す
れ
ば
損
害
賠
償
の
請
求
が
認
め
ら
れ
、
し

か
も
、
そ
の
範
囲
は
「
完
全
賠
償
原
則
」
と
い
う
あ
る
種
の
ド
グ
マ
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
契

約
の
解
除
の
有
無
と
い
う
点
が
問
題
関
心
と
し
て
取
り
込
ま
れ
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
近
年

ま
で
、
履
行
利
益
・
信
頼
利
益
の
区
別
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、
解
除
に
よ
る
契
約
の
遡
及
的
消
滅
を
前
提
と

し
て
も
、
日
本
の
学
説
の
よ
う
に
、
契
約
の
遡
及
的
消
滅
と
履
行
に
相
当
す
る
損
害
賠
償
の
肯
定
と
の
間
に
お
け
る
評
価
矛
盾
が
意

識
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（

）。
そ
う
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
解
除
の
場
合
の
損
害
賠
償
と
解
除
の
な
い
場
合
の
損
害

270

賠
償
と
の
同
一
性
を
導
く
に
際
し
て
、
解
除
の
法
的
基
礎
に
関
す
る
議
論
は
影
響
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
議
論
が
、
日
本
以
上
に
、
不
法
行
為
の
モ
デ
ル
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
る
も
の
と
理
解
し
う
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
形
式
上
、
債
務
不
履
行
法
の
中
で
捉
え
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ら
れ
て
き
た
か
ら
、
解
除
の
責
任
化
に
よ
っ
て
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
と
係
留
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
は
、
そ
れ
を
す
る
必
要
が
な
い
程
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
不
法
行
為
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
日
本
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
解
除
の
際
の
損
害
賠
償
と
解
除
が
な
い
場
合

の
損
害
賠
償
と
の
同
一
性
を
導
く
に
際
し
て
、
賠
償
モ
デ
ル
の
考
え
方
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。

㈡

履
行
モ
デ
ル
と
解
除
＝
離
脱
モ
デ
ル

近
時
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
議
論
が
採
用
す
る
解
除
＝
責
任
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
、
帰
責
事
由
と
い
う
要
件
に
つ
き
、

激
し
い
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
契
約
の
解
除
は
、
債
務
者
に
対
す
る
制
裁
あ
る
い
は
債
務
者
の
責
任
で
は
な
く
、
債
権
者
に
と

っ
て
有
用
で
は
な
く
な
っ
た
契
約
か
ら
の
離
脱
を
可
能
に
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
か
ら
、
帰
責
事
由
と
い
う
要
件
を
課
す
必
要
は

な
い
と
言
う
の
で
あ
る
（
以
下
、「
解
除
＝
離
脱
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
除
に
お
け
る
議
論
と
並
行
す
る
よ
う

に
し
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
、
契
約
を
起
点
と
し
た
契
約
責
任
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
、

繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
一
つ
の
原
理
的
な
疑
問
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
解
除
が
有

用
で
な
く
な
っ
た
契
約
か
ら
の
離
脱
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
契
約
利
益
の
価
値
的
な
実
現
を
目

的
と
す
る
制
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
両
立
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
原
理
の
レ
ベ
ル
で
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い

か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
当
然
、
履
行
モ
デ
ル
に
も
及
ぶ
。
債
権
者
に
対
し
て
、
解
除
に
よ
る
契
約
か
ら
の
離
脱
を
認
め
な
が
ら
、

そ
の
代
替
的
な
履
行
実
現
手
段
と
し
て
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。

こ
う
し
た
問
題
提
起
は
、
解
除
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
の
か
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
解
除
に
よ
っ

て
契
約
が
遡
及
的
に
消
滅
す
る
と
捉
え
る
の
か
と
い
う
点
と
は
無
関
係
に
妥
当
す
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
解
除
の
ケ
ー
ス
に
お

け
る
、
契
約
、
契
約
債
権
等
の
帰
趨
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
規
律
を
与
え
よ
う
と
、
契
約
か
ら
の
離
脱
と
契
約
利
益
の
価
値
的
実

現
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
の
か
と
い
う
原
理
レ
ベ
ル
で
の
問
題
は
当
然
生
ず
る
し
、
ま
た
、
解
除
に
よ
っ
て
行
使
す
る
こ
と
が
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で
き
な
く
な
る
は
ず
の
履
行
請
求
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
ど
の
よ
う
に
基
礎
付
け
る
の
か
と
い
う
法
的
構
成
レ
ベ
ル
の
問
題
は
、
存

続
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
、
解
除
の
原
理
と
損
害
賠
償
の
原
理
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
調
整

271

す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
に
判
例
法
理
の
解
決
を
前
提
と
し
て
こ
の
点
に
関
す
る
制
度
設
計
を
行

お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
論
理
を
提
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
理
の
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
右
の
問
い
に
対
す
る
応
対
と
し
て
は
、
二
つ
の
方
向
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
一
部
の
学
説
が
契
約
の
遡
及
的
消
滅
と

履
行
利
益
賠
償
と
の
間
の
評
価
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
説
い
て
い
た
よ
う
に
（

）、
契
約
の
解
除
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠

272

償
は
、
当
該
契
約
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
利
益
を
塡
補
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
契
約
が
正
確
に
履
行
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
信
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
を
賠
償
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
債
務
者
と
の
契
約
を
締

結
し
て
い
な
け
れ
ば
、
他
の
者
と
の
間
で
契
約
を
結
ん
で
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
、
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
も
、
他
の

者
と
契
約
を
締
結
し
て
い
れ
ば
実
現
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
賠
償
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

は
、
等
価
物
に
よ
る
履
行
論
の
問
題
提
起
を
受
け
て
（

）、
履
行
利
益
・
信
頼
利
益
の
区
別
や
、
解
除
と
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

273

償
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
議
論
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
見
方
は
、
そ
こ
で
、
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も

あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
機
能
は
、
そ
れ
が
解
除
な
し
に
請
求

さ
れ
る
と
き
に
は
、
可
能
な
範
囲
内
で
履
行
を
受
け
な
か
っ
た
債
権
者
を
契
約
が
正
確
に
履
行
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
状
況
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
あ
る
が
、
解
除
と
と
も
に
請
求
さ
れ
る
と
き
に
は
、
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
う
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
況
に
債
権
者
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
こ
ろ
、
後
者
の
場
合
に
も
、
代
替
取
引
を
締
結
す
る
機
会
の
喪
失

が
あ
っ
た
と
見
う
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
得
る
こ
と
の
で
き
た
利
益
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
日
本
の
議
論
状
況
か
ら
見
れ

274

ば
、
こ
う
し
た
主
張
自
体
に
何
ら
か
の
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
㈠
で
触
れ
た
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
従
来
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の
議
論
状
況
と
の
関
連
で
見
れ
ば
、
解
除
と
の
調
整
を
図
る
た
め
に
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
中
身
か
ら
の
議
論
が
な
さ

れ
、
不
法
行
為
モ
デ
ル
か
ら
の
離
脱
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、
少
な
く
と
も
日
本
法
に
関
す
る
限
り
困
難
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
何
よ
り
も
、
判
例
法
理
と
実

務
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
解
決
に
反
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
代
替
性
の
な
い
取
引
の
場
合
に
は
、
他
の
者
と
契

約
を
締
結
し
て
い
れ
ば
実
現
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
利
益
を
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
実
際
上
の
結
論
も
現
状
と
大
き
く
乖

離
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
理
論
的
に
見
た
場
合
、
右
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
性
質
的
に
変
更

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
履
行
モ
デ
ル
は
も
ち
ろ
ん
、
契
約
＝
賠
償
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
の
契
約
不
履
行
に
基
づ

く
損
害
賠
償
は
債
務
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
の
利
益
を
実
現
な
い
し
塡
補
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

他
の
者
と
の
契
約
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
実
現
な
い
し
塡
補
を
そ
こ
に
含
ま
せ
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、

仮
に
こ
う
し
た
要
素
を
契
約
不
履
行
に
損
害
賠
償
の
対
象
に
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
履
行
の
実
現
あ
る
い
は
契
約
を
起
点
に

据
え
た
契
約
責
任
と
は
別
の
原
理
、
枠
組
み
、
制
度
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（

）。
275

も
う
一
つ
は
、
解
除
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。
確
か
に
、
契
約
解
除
は
有
用
で
な
く
な
っ
た
契
約
か
ら
の
離
脱
を
認
め
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
、
債
権
者
に
対
し
て
も
は
や
現
実
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
し
え
な
く
な
っ
た
契
約
か
ら
の
解
放
を
認
め
る
と
い

う
だ
け
で
、
そ
の
契
約
か
ら
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
利
益
の
放
棄
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
債
務
者
側
か
ら
見
て
も
、

解
除
の
原
因
と
な
る
不
履
行
を
犯
し
な
が
ら
そ
こ
か
ら
の
完
全
な
離
脱
を
認
め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
（

）。
ロ
ー
マ
以
来
の
長
い
伝
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統
を
持
ち
、
今
日
の
国
際
的
立
法
や
モ
デ
ル
・
ル
ー
ル
、
一
部
の
国
内
法
で
使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
を
用
い
れ
ば
（

）、
債
権
者
は
、
契

277

約
の
解
除
に
よ
っ
て
、
双
務
性
の
原
理
に
基
づ
き
、
被
っ
た
損
失
に
相
当
す
る
部
分
を
放
棄
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
、
失
っ
た
利
益
に
相
当
す
る
部
分
を
諦
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
も
、

こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
レ
ミ
ィ
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
解
除
に
よ
っ
て
、
債
権
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者
は
契
約
の
対
象
へ
の
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
が
、「
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
契
約
か
ら
の
離
脱
は
、
債
権
者
が
、
そ
の

積
極
利
益
の
一
部
を
債
務
者
に
負
担
せ
し
め
る
こ
と
を
放
棄
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
良
く
考
え
て
み
れ
ば
、
不
履
行
が
債
務
者
の
責

め
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
何
故
、
解
除
が
債
権
者
か
ら
全
て
の
「
正
当
な
期
待
」
を
奪
う
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の

か
。
無
効
の
場
合
に
生
ず
る
事
態
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
、
有
効
な
契
約
が
締
結
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
の
履
行

利
益
は
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
給
付
を
拒
絶
す
る
権
利
や
給
付
の
返
還
を
請
求
す
る
権
利
に
加
え
て
、
期
待
し
た
利
益

の
損
失
と
い
う
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
恐
ら
く
、
契
約
か
ら
の
債
権
者
の
離
脱
以
上
の
こ
と
を
、
解
除
の
遡
及
効

に
要
請
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（

）」。
278

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
や
中
身
に
変
更
を
加
え
る
議
論
に
は
、
理
論
的
・
実
際
的
問
題
が
内
在
し
て
い
た
か
ら
、

履
行
モ
デ
ル
や
契
約
＝
賠
償
モ
デ
ル
下
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
解
除
と
の
関
係
を
整
合
的
に
説
明
す
る
た
め

の
理
論
は
、
右
の
よ
う
な
解
除
か
ら
の
議
論
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
原
理
レ
ベ
ル
で
の
調
整
で
あ
っ

て
、
仮
に
解
除
の
効
果
と
し
て
契
約
の
遡
及
的
消
滅
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
に
対
す
る
対
処
も
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、

右
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
履
行
利
益
に
相
当
す
る
損
害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
と
契
約
か
ら
の
離
脱
を
認
め
る
こ
と
の
間
に
原
理
的

な
矛
盾
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
う
し
た
法
技
術
的
問
題
は
、
そ
れ
を
制
限
す
る
と
い
う
形
で
容
易
に
乗
り
越
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
の
可
能
性
も
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
本
款
の
検
討
は
、
原
理
レ
ベ
ル
の

調
整
の
一
例
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
や
解

除
法
理
の
原
理
的
転
換
が
叫
ば
れ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
転
換
に
よ
っ
て
、
契
約
不
履
行
法
の
体
系
化
に
ど
の
よ
う
な
影

響
が
生
じ
う
る
の
か
、
現
在
の
実
定
法
に
お
け
る
解
決
が
成
り
立
ち
え
な
く
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
う
る
こ
と
を
認
識
し
、

そ
の
問
い
を
原
理
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
款
の
検
討
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

の
原
理
へ
の
問
い
を
目
的
と
し
て
い
る
本
稿
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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第
二
節

責
任
法

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
が
本
節
の
検
討

課
題
で
あ
る
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
を
問
お
う
と
し
て
い
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
右
の
問
い
に
は
、
二
つ
の

意
味
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
存
在
す
る
制

度
上
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
二
つ
の
損
害
賠
償
は
い
ず
れ
も
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
す

る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
の
理
解
を
前
提
に
、
類
似
の
枠
組
み
を
用
意
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
制
度
を
構
築
す
べ
き
な
の
か
、

そ
れ
と
も
、
二
つ
の
損
害
賠
償
が
全
く
性
質
の
異
な
る
制
度
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
類
似
の
枠
組
み
を
用
意
す
る
必
要
は
な

い
と
考
え
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
密
接
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
ど
の

よ
う
に
確
定
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
契
約
責
任
の
拡
大
や
請
求
権
競
合
問
題
と
し
て
、
多
く
の
議
論
が
な

さ
れ
て
き
た
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
問
題
が
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
に
対
す
る
態
度

決
定
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
具
体
的
な
考
察
に
先
立
ち
、
本
節
の
考
察
と
右
の
諸
問
題
に
関
す
る
議
論
状
況
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
膨
大
な
量
の
議
論
の
蓄
積
が
存
在
し
て
お
り
、
本
稿
の
限
ら

れ
た
紙
幅
の
中
で
、
そ
の
全
て
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
関
係
を
論
ず
る
た
め
に
は
、

不
法
行
為
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
し
か
も
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
本
理
念
か
ら
し
て
大
き
な

対
立
が
あ
る
し
、
現
実
の
法
は
、
多
く
の
、
そ
し
て
、
時
に
相
反
す
る
よ
う
な
内
容
を
持
つ
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
本
稿
で
不
法
行
為
法
の
あ
り
方
を
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
無
謀
な
企
て
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
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し
か
し
、
伝
統
的
学
説
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
本
原
理
が
不
法
行
為
の
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て
構
築
さ
れ

て
き
た
と
い
う
経
緯
と
、
二
つ
の
損
害
賠
償
は
い
ず
れ
も
同
じ
賠
償
の
論
理
に
属
す
る
と
い
う
支
配
的
理
解
に
鑑
み
れ
ば
、
契
約
不

履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
原
理
の
あ
り
方
を
問
う
本
稿
に
と
っ
て
、
そ
の
選
択
が
不
法
行
為
法
・
民
事
責
任
法
全
体
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
問
題
は
、
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
問
題
を
契
約
不
履
行
に
基
づ
く

損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
、
た
と
え
不
法
行
為
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
な
か
っ
た
と
し
て

も
（
こ
れ
を
十
分
に
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
）、
右
の
諸
問
題
に
対
す
る
検
討
を
深
化
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
抜
け
落
ち

て
い
た
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
款

類
似
・
相
違

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
制
度
の
類
似
性
な
い
し
別
異
性
と
い
う
問
題
は
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
の
か
に
よ
っ
て
、
故
意
・
過
失
に
よ
る
権
利
侵
害
・
利
益
侵
害
の
結
果
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
任
務
と
す
る
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
の
制
度
レ
ベ
ル
に
お
け
る
関
係
の
捉
え
方
も
、
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
本
款
の
検
討
は
、
現

行
民
法
の
解
釈
論
を
対
象
と
す
る
の
か
、
制
度
設
計
論
を
対
象
と
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
異
な
る
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、

前
者
の
文
脈
で
言
え
ば
、
現
行
民
法
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
制
度
を
与
え
て
い
る
た
め
に
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
間
に
存
在
す
る
制
度
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
の
か
と
い

う
問
い
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
文
脈
で
は
、
こ
う
し
た
現
行
法
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
な
い

か
ら
、
二
つ
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
各
制
度
を
ど
の
よ
う
に
設
計
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
で
検
討
し
て
い
る
の
で
（

）、
こ
こ
で
は
、
前
者
の
問
題
の
み
に
言
及
し
て
お
く
こ
と
に

279
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し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
の
類
似
性
・
異
別
性
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
対
象
は
、
極
め
て
多
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
は
、
損
害
賠
償
の
原
理
に
関
わ
ら
な
い
問
題
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
学

説
が
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
規
律
の
あ
り
方
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
叙
述
を
徒
に
長
大

化
さ
せ
る
だ
け
で
本
稿
の
問
題
関
心
に
適
う
も
の
で
も
な
い
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
制
度
の
あ
り
方

の
関
係
を
問
う
と
い
う
本
款
課
題
か
ら
す
れ
ば
、
理
論
モ
デ
ル
に
よ
る
相
違
が
最
も
顕
著
な
形
で
現
れ
る
、
帰
責
・
免
責
の
問
題
と

損
害
賠
償
の
範
囲
の
問
題
を
議
論
の
対
象
と
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

㈠

賠
償
モ
デ
ル
に
お
け
る
制
度
の
類
似

賠
償
モ
デ
ル
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
捉
え

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
故
意
・
過
失
に
よ
る
権
利
侵
害
・
利
益
侵
害
の

結
果
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
任
務
と
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
、
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
日
に

お
い
て
は
、
両
者
の
同
一
性
を
追
い
求
め
る
不
法
行
為
＝
賠
償
モ
デ
ル
の
他
に
、
契
約
の
特
殊
性
を
考
慮
し
た
契
約
＝
賠
償
モ
デ
ル

も
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
賠
償
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
で

あ
っ
て
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
的
な
色
彩
を
帯
び
な
が
ら
も
、
惹
起
さ
れ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
制

度
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
不
法
行
為
と
共
通
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
二
つ
の
損
害

賠
償
制
度
の
帰
責
・
免
責
及
び
賠
償
範
囲
確
定
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
同
じ
論
理
を
基
礎
と
し
た
判
断
枠
組
み
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
二
つ
の
個
別
問
題
に
即
し
て
、
そ
の
意
味
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
帰
責
・
免
責
の
問
題
に
つ
い
て
見
る
と
（

）、
そ
こ
で
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
と
も
に
、
一
定
の
理
由
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償

280

責
任
が
課
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
、
一
定
の
理
由
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
が
免
責
さ
れ
る
と
い
う
判
断
構
造
が
、
必
然
的
に
採
用
さ
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れ
る
。
こ
の
点
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
を
損
害
賠
償
債
権
な
る
項
目
の
下
で
統
一
的
に
論
じ
て
い
た
か
つ
て
の
支
配
的
学
説
の
流

れ
を
汲
む
学
説
や
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
は
、
い
ず
れ
の
領
域
に
お
い
て
も
、
故
意
・
過
失
な
い
し
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
い
て
損

害
賠
償
責
任
が
課
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
を
構
築
し
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
な
判
断
構
造
を
前
提
に
、
そ
こ
に
乗
せ
る
内
容
ま

で
を
も
一
元
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
契
約
を
起
点
に
据
え
た
契
約
責
任
を
標
榜
す
る
近
時
の
学
説

は
、
過
失
責
任
主
義
を
放
棄
し
て
い
る
か
ら
、
表
面
上
は
、
必
ず
し
も
、
右
の
判
断
構
造
に
依
拠
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
や
は
り
、
約
束
に
違
反
し
た
と
い
う
モ
メ
ン
ト
に
よ
り
損
害
賠
償
責
任
が
課
さ
れ
、
不
可
抗
力
や
契
約
に
お

い
て
引
き
受
け
て
い
な
か
っ
た
事
由
に
よ
る
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
を
免
責
す
る
と
い
う
判
断
枠
組
み
が
基
礎
に
な

っ
て
い
る
（

）。
帰
責
原
理
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
二
つ
の
損
害
賠
償
に
お
い
て
、
帰
責
・
免
責
と
い
う
構
造
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ

281

と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
賠
償
の
論
理
に
依
拠
す
る
限
り
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
帰
責
・
免
責
に

関
わ
る
制
度
を
同
一
の
判
断
構
造
の
上
に
構
築
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
賠
償
範
囲
確
定
ル
ー
ル
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
（

）。
す
な
わ
ち
、
賠
償
の
論
理
の
下
で
は
、
不
履
行
（
有
責
・
違
法

282

な
行
為
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
で
あ
る
限
り
、
そ
の
全
て
が
賠
償
の
対
象
に
な
る
と
い
う
判
断
構
造
、
あ
る
い
は
、
一
定
の
ル
ー

ル
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
制
限
す
る
と
い
う
判
断
構
造
が
、
必
然
的
に
基
礎
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
伝
統
的
通
説
及
び
判
例
は
、
損
害

賠
償
の
範
囲
は
相
当
因
果
関
係
の
有
無
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
の
認
識
の
下
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
で
相
当

因
果
関
係
を
規
定
し
て
い
る
民
法
四
一
六
条
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
も
類
推
適
用
な
い
し
準
用
さ
れ
る
と
理
解
し
た
。

こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
判
断
構
造
の
う
ち
の
前
者
を
前
提
に
、
そ
こ
に
乗
せ
る
内
容
ま
で
を
も
一
元
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
契
約
責
任
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
近
時
の
学
説
は
、
相
当
因
果
関
係
に
よ
る
判
断
を
否
定
し
、
契
約
利
益

の
価
値
的
実
現
と
い
う
方
向
性
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
、
右
の
判
断
構
造
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
も
、
や
は
り
、
二
つ
の
損
害
賠
償
が
同
一
の
判
断
構
造
に
服
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
契
約
利
益
説
の
源
流
で
あ
る
保
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護
範
囲
説
は
、
要
件
レ
ベ
ル
で
は
原
因
行
為
と
事
実
的
因
果
関
係
に
立
つ
損
害
の
全
て
が
賠
償
の
対
象
に
な
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
規

範
の
保
護
目
的
の
考
え
方
に
よ
っ
て
制
約
し
、
し
か
も
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
に
区
別
な
く
妥
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
規
範
の
保
護
目
的
の
内
容
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
損
害
賠
償
の
領
域
に
お
い
て
も
、
同
じ
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
よ
る
賠
償
範
囲
の
制
限
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
賠
償
の
論
理
を
前
提
と
す
る
限
り
、
二

つ
の
損
害
賠
償
の
範
囲
に
関
わ
る
制
度
を
同
一
の
判
断
構
造
の
上
に
構
築
す
べ
き
要
請
が
働
く
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
問
題
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
賠
償
モ
デ
ル
の
考
え
方
か
ら
は
、
損
害
賠
償
の
原
理
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
各
制
度
を
、
少
な
く
と
も
賠
償
の
論
理
に
従
っ
た
同
一
の
判
断
構
造
に
服
せ
し
め
る
べ
き
こ
と
が
帰
結
さ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
伝
統
的
通
説
の
よ
う
に
、
そ
の
判
断
構
造
だ
け
で
な
く
具
体
的
な
ル
ー
ル
に
つ
い
て
ま
で
も
統
一
す
る
必
要
は

な
く
、
近
時
の
学
説
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
形
で
、
判
断
構
造
を
共
有
さ
せ
つ
つ
具
体
的
な
ル
ー
ル
に
違
い
を
設
け
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
帰
責
・
免
責
の
枠
組
み
で
言
え
ば
、
過
失
責
任
主
義
と
契
約
の
拘
束
力
、
賠
償
範
囲
確
定
ル
ー
ル
で
言
え
ば
、
規
範
の
保

護
目
的
の
中
身
の
相
違
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
民
法
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害

賠
償
を
区
別
し
て
扱
い
、
少
な
く
と
も
そ
の
体
系
及
び
条
文
の
上
で
は
、
両
者
の
判
断
構
造
を
異
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
現
行
民
法
の
解
釈
枠
組
み
と
し
て
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
に
お
け
る
判
断
構
造
が
共
通
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
た
議
論
、
つ
ま
り
、
賠
償
モ
デ
ル
を
展
開
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
困
難
を
伴
う
。
こ
れ
が
㈠
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
認
識
で

あ
る
。

㈡

履
行
モ
デ
ル
に
お
け
る
制
度
の
相
違

㈠
で
は
、
賠
償
モ
デ
ル
が
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
各
制
度
に
お
け
る
判
断
構
造

の
同
一
性
、
具
体
的
ル
ー
ル
の
類
似
性
を
要
請
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
損
害

賠
償
制
度
の
解
釈
及
び
設
計
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
損
害
賠
償
の
側
か
ら
の
制
約
が
相
互
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
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し
な
が
ら
、
本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
規
律
の
あ
り
方
が
絶
対
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

履
行
モ
デ
ル
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
把
握

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
債
権
の
効
力
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
る
べ
き
実
態
を
持
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
こ
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
よ
う
な
賠
償
の
論
理
が
介
在
す
る
余
地

は
存
在
し
な
い
。
履
行
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
同
じ
判
断
構
造
に
基
づ
い
て
二
つ
の
損
害
賠
償
の
制
度
を
解
釈
・
設
計
す
る
こ
と
自
体

が
、
論
理
矛
盾
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
制
度
は
、
履
行
の
論
理
に
従
っ
て
検
討
さ
れ
る
べ

き
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
制
度
は
、
賠
償
の
論
理
に
従
っ
て
、
そ
れ
自
体
、
独
立
に
検
討
さ

れ
る
べ
き
開
か
れ
た
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
意
味
を
、
㈠
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
問
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
債
務
者
な
い
し
行
為
者
が
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
義
務
付
け
ら
れ
る
根
拠
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
契
約
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
法
の
よ
う
に
、
帰
責
・
免
責
と
い
う
枠
組
み
を
採
用
す
る
必
要
が
な
い
。
履
行
モ
デ
ル
に

よ
れ
ば
、
帰
責
の
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
、
免
責
の
た
め
の
要
素
と
い
う
枠
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
な
く
、
債
務
不
履
行
と
実
現
の
限

界
か
ら
な
る
要
件
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
現
行
民
法
及
び
改
正
の
諸
提
案
に
お
け
る
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損

害
賠
償
の
一
般
規
定
で
は
、
規
定
上
、
賠
償
モ
デ
ル
に
お
け
る
帰
責
の
プ
ロ
セ
ス
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
実
際
上
の
規
定
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
、
現
行
民
法
四
一
五
条
、
民
法
改
正
研
究
会
の
正
案

三
四
二
条
、
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
【
3.1.1.62】
及
び
【
3.1.1.63】
の
中
に
読
み
込
む
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
し
、

む
し
ろ
、
こ
う
し
た
読
み
の
方
が
、
条
文
の
文
言
に
適
合
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
賠
償
範
囲
確
定
ル
ー
ル
に
関
し
て
言
う
と
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
履
行
の
論
理
に
従
っ
て
、

当
事
者
が
契
約
を
通
じ
て
実
現
す
る
こ
と
を
予
定
し
た
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
が
画
さ
れ
る
の
に
対
し
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
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害
賠
償
に
お
い
て
は
、
賠
償
の
論
理
に
従
っ
て
、
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
の
規
律
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
契

約
＝
賠
償
モ
デ
ル
に
お
け
る
よ
う
に
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
、
規
範
の
保
護
目
的
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

の
要
請
は
存
在
し
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
不
法
行
為
法
の
解
釈
・
制
度
設
計
に
際
し
て
、
相
当
因
果
関
係
の
論
理
に
従
っ
た
賠
償

範
囲
確
定
ル
ー
ル
を
採
用
す
る
こ
と
も
、
規
範
の
保
護
目
的
の
考
え
方
に
基
づ
い
た
賠
償
範
囲
確
定
ル
ー
ル
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
、

排
除
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
不
法
行
為
法
の
基
本
理
念
・
思
想
を
考
慮
し
た
上
で
決
せ
ら
れ
る
べ
き
、
契
約
不

履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
か
ら
独
立
し
た
問
題
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
、

規
定
の
上
で
は
、
現
行
民
法
の
よ
う
に
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
み
、
契
約
の
特
殊
性
を
考
慮
し
た
賠
償
範

囲
確
定
ル
ー
ル
を
設
け
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
規
定
も
用
意
し
な
い
と
い
う
態
度
は
、
必
ず
し
も
、

不
適
切
な
も
の
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（

）。
283

第
二
款

拡
大
・
縮
小

叙
述
の
便
宜
の
た
め
に
、
一
定
の
者
に
損
害
賠
償
を
課
す
た
め
の
規
範
の
総
体
を
民
事
責
任
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
（

）。
こ
の
民
事

284

責
任
と
い
う
法
領
域
に
お
い
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
関
係
を
問
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
領
域
、
と
り
わ
け
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
ど
の
よ
う
に
確
定
す
る
の
か
、
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を
充
足
す
る
ケ
ー
ス
が
存
在
す

る
と
し
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
適
用
関
係
を
ど
の
よ
う
に
規
律
す
る
か
と
い
う
、
二
つ
の
異
な
っ
た
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
こ
の
う
ち
、
第
二
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
に
請
求
権
競
合
論
と
呼
ば
れ
て
き
た
問
題
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
点
に
関
連
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
、
直
接
的
に
一
定
の
帰
結
が
導
か
れ
る
と
い
う
性
質

の
問
題
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
（

）、
契
約
上
の
規
律
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
決
定
は
、
契
約

285

不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
ル
ー
ル
を
優
先
的
に
適
用
す
る
と
い
う
立
場
に
親
和
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
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ば
、
こ
の
契
約
の
尊
重
と
い
う
視
点
が
持
つ
意
味
を
、
契
約
法
（
及
び
民
事
責
任
法
）
全
体
の
考
察
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
後
で

な
け
れ
ば
、
真
の
意
味
で
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
優
先
的
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
優
先
的
に
適
用
さ
れ

る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

本
稿
が
採
用
す
る
視
点
の
み
か
ら
、
こ
の
問
題
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
は
、
危
険
で
す
ら
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
以

下
で
は
、
こ
の
第
二
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
第
一
の
問
題
に
限
定
し
て
議
論
を
行
う
こ
と
に
す
る
（

）。
286

と
こ
ろ
で
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
上
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
前
者
の
領

域
を
ど
の
よ
う
に
確
定
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
い
に
与
え
ら
れ
る
意
味
は
、
先
に
触

れ
た
第
二
の
問
題
へ
の
対
処
方
法
に
よ
っ
て
異
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
の
よ
う
に
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
非
競
合
を
前
提
と
す
る
法
シ

ス
テ
ム
の
下
で
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
確

定
す
る
こ
と
に
繫
が
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
実
定
法
の
よ
う
に
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
競
合
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
（

）、
右
の

287

よ
う
な
対
応
関
係
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
確
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

解
明
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
な
作
業
で
あ
る
と
い
う
点
に
疑
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

念
の
た
め
、
本
款
の
問
題
関
心
を
確
認
し
て
お
く
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
実
際
上
ど
の
よ
う
に
確
定
す
る

の
か
と
い
う
問
い
は
、
議
論
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
契
約
思
想
・
構
想
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
。
本
款
は
、
そ
れ
自
体
を
問
お
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
契
約
思
想
、
構
想
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
各
理
論
モ
デ
ル
の
下

に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
確
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈠

賠
償
モ
デ
ル
と
領
域
の
拡
大
（

）
288

賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
に
よ
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
を
認
め
る
た
め
に
は
、
有
責
か

つ
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
有
責
か
つ
違
法
な
行
為
、
損
害
、
因
果
関
係
と
い
う
三
要
素
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が
充
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
伝
統
的
通
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
通
説
的
理
解
の
よ
う
に
、
有
責
性
と
不
履
行
判
断
の
調

整
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
右
の
三
要
素
に
不
履
行
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
不
履
行
以

外
の
三
要
素
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
間
で
理
論
的
な
相
違
が
説
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
の
賠

償
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
不
履
行
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、
あ
と
は
不
法
行
為
法
と
同
じ
判
断
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
不

履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
肯
否
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
に
お
い
て
は
、
被
害
者
に

よ
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
、
不
履
行
の
存
在
が
決
定
的
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
の
理
解
が
導
か
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
反
対
か
ら
言
え
ば
、
不
履
行
の
存
在
が
認
め
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
、

賠
償
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
不
履
行
判
断
の
基
礎
と
な
る
債
務
を
拡
大
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
理
論
的
な
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
議
論
に
お
け
る
契
約
責
任
の
拡
張
を
支

え
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
最
も
典
型
的
な
例
が
、
判
例
に
よ
る
安
全
配
慮
義
務
の
生
成
、
学
説
に
よ
る
統
一
的
保
護
関
係
論
の
提
唱
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
昭
和
五
〇
年
二
月
二
四
日
判
決
に
お
い
て
、
安
全
配
慮
義
務
の
存
在
を
認
め
、
こ
れ
を
「
あ
る
法
律
関
係
に

基
づ
い
て
特
別
な
社
会
的
接
触
の
関
係
に
入
っ
た
当
事
者
間
に
お
い
て
、
当
該
法
律
関
係
の
付
随
義
務
と
し
て
当
事
者
の
一
方
又
は

双
方
が
相
手
方
に
対
し
て
信
義
則
上
負
う
義
務
と
し
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
と
し
た
（

）。
そ
し
て
、
下
級
審
裁
判
例
は
、

289

こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
立
場
を
受
け
る
形
で
、
雇
用
・
労
働
関
係
の
事
案
を
超
え
、
多
く
の
契
約
類
型
の
中
に
安
全
配
慮
義
務
を
発

見
・
適
用
し
て
い
っ
た
（

）。
ま
た
、
学
説
も
、
こ
れ
と
前
後
す
る
よ
う
に
し
て
、
契
約
締
結
段
階
、
契
約
の
履
行
過
程
、
契
約
の
履
行

290

後
と
い
う
各
段
階
に
お
い
て
観
念
さ
れ
る
、
完
全
性
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
た
保
護
義
務
の
存
在
と
、
こ
れ
を
契
約
的
接
触
の
関

係
か
ら
生
ず
る
法
定
的
義
務
と
し
て
捉
え
る
構
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（

）。
こ
う
し
た
見
方
を
先
に
提
示
し
た
賠
償
モ
デ
ル

291
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の
論
理
構
造
か
ら
分
析
す
れ
ば
、
当
時
の
議
論
が
行
っ
た
こ
と
は
、
他
人
の
生
命
や
健
康
を
害
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
と
い
う
一

般
的
な
注
意
義
務
を
、
公
務
員
や
労
働
者
の
「
生
命
及
び
健
康
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
」
や
保
護
義
務
と

し
て
定
式
化
し
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
礎
と
し
て
の
不
履
行
を
多
様
化
し
て
、
そ
の
領
域
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
手
法
は
、
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
破
毀
院
判
例
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
日
本
の
判
例
・
学
説
の
手
法
を
フ

ラ
ン
ス
の
そ
れ
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
顕
著
な
相
違
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス

の
破
毀
院
判
例
も
、
各
契
約
類
型
の
中
に
安
全
債
務
を
読
み
込
む
こ
と
や
（

）、
他
人
の
た
め
の
約
定
を
通
じ
て
安
全
債
務
の
恩
恵
を
契

292

約
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
拡
大
し
た
り
（

）、
あ
る
い
は
、
損
害
賠
償
を
目
的
と
す
る
無
償
援
助
の
合
意
を
観
念
し
た
り
す
る
こ
と
で
（

）、

293

294

契
約
責
任
の
前
提
と
な
る
契
約
債
務
及
び
契
約
の
拡
大
を
実
現
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
各
契
約
類
型
に
お
け
る
義
務
の
拡

大
と
、
義
務
の
源
と
な
り
う
る
契
約
の
拡
大
は
、
あ
く
ま
で
も
契
約
に
結
び
付
け
ら
れ
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
の
議
論
に
お
い
て
義
務
の
増
大
と
結
び
付
い
て
い
た
の
は
、「
あ
る
法
律
関
係
に
基
づ
く
特
別
な
社
会
的
接
触
の
関
係
」
で
あ

っ
て
、
契
約
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
純
粋
に
理
論
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
要
件
と
し
て
の
不

履
行
は
、
契
約
か
ら
生
じ
た
債
務
の
不
履
行
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
契
約
と
結
び
付
け
る
こ
と
な
く
不
履

行
や
そ
の
前
提
と
な
る
債
務
の
範
囲
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
対
か
ら
言
え
ば
、
契
約
と
い
う
明
確
な
枠
に
よ
る
制
御
を

受
け
る
こ
と
な
く
し
て
不
履
行
や
債
務
を
拡
大
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
あ
く
ま
で
も
「
あ
る
法
律

関
係
に
基
づ
く
特
別
な
社
会
的
接
触
の
関
係
」
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
よ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
以
上
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
著
し
く
拡
大
さ
せ
る
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
う
し

た
拡
大
に
対
し
て
、
契
約
と
関
連
付
け
た
形
で
の
批
判
的
言
明
を
提
起
す
る
可
能
性
を
封
ず
る
効
果
も
内
在
し
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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更
に
、
こ
う
し
た
見
方
は
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
の
流
動
化
へ
と
繫
が
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
通
説
に

お
い
て
は
、
そ
の
境
界
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
、
契
約
や
契
約
債
務

の
有
無
に
よ
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
が
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（

）。
な
る
ほ
ど
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損

295

害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
同
一
の
理
論
枠
組
み
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
が
契
約
と
い
う
指
標

を
超
え
て
拡
大
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
安
全
債
務
に
典
型
的
な
形
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
不
法
行
為
法
の
領

域
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
契
約
の
問
題
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
、
当
該
債
務
が
い
ず
れ
の
領
域
に
属
す
る

も
の
と
性
質
決
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
意
味
で
の
流
動
性
は
存
在
す
る
。
と
は
い
え
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
流
動
性
を
超
え
て
、

現
行
法
の
解
釈
の
枠
内
で
、
あ
る
事
実
の
中
に
、
契
約
、
契
約
債
務
、
契
約
債
務
の
違
反
の
存
在
が
認
定
さ
れ
、
当
該
ケ
ー
ス
が
契

約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
問
題
と
性
質
決
定
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
同
様
の
規
律
を
受
け

る
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
個
別
的
な
問
題
の
解
釈
論
の
枠
内
で
は
、
二
つ
の
損
害
賠

償
そ
れ
自
体
が
流
動
化
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る

（

)(
）。

296
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こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
判
例
・
学
説
の
捉
え
方
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
は
、
契
約
及
び
「
あ
る

法
律
関
係
に
基
づ
く
特
別
な
社
会
的
接
触
の
関
係
」
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
者
か
ら
生
ず
る
義
務
と
不
法
行
為
に

基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
礎
と
な
り
う
る
よ
う
な
社
会
的
な
義
務
の
境
界
は
、
契
約
と
い
う
指
標
を
媒
介
し
て
い
な
い
以
上
、
曖
昧
な

も
の
と
な
り
う
る
。
契
約
と
は
別
の
「
あ
る
法
律
関
係
に
基
づ
く
特
別
な
社
会
的
接
触
の
関
係
」
に
は
、
法
律
関
係
と
い
う
契
約
的

な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
、
社
会
的
接
触
の
関
係
と
い
う
社
会
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
債
務
、

更
に
は
、
当
該
債
務
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
典
型
的
な
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
も
、
典
型
的
な
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
も
言
え
な
い
性
質
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
制
度
的
統
一
、

あ
る
い
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
の
中
間
領
域
を
構
想
す
る
可
能
性
が
生
ず
る
（

）。
つ
ま
り
、
日
本
の
判
例
・
学
説
が
用
い
た
手
法
は
、

298
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責
任
原
因
と
し
て
の
不
履
行
の
前
提
概
念
の
捉
え
方
が
流
動
的
で
あ
る
た
め
、
そ
の
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
も
流
動
的
に

理
解
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
よ
う
な
議
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
安
全
配
慮
義
務
の
問
題
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
の
学
説
の

中
に
は
、
安
全
配
慮
義
務
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
債
務
不
履
行
と
性
質
決
定
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
対
し
て
不
法
行
為
規
範
を
適
用
す

べ
き
旨
を
説
く
も
の
が
多
く
存
在
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
こ
こ
で
の
問
題
が
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
の
中
間
的
な
領
域
に
属
す

る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
そ
れ
に
適
し
た
規
範
の
発
見
・
創
造
が
行
わ
れ
る
べ
き
旨
を
説
く
見
解
も
あ
っ
た
が

（

)(
）、

こ
う
し
た
主
張

299

300

の
背
後
に
は
、
利
益
衡
（
考
）
量
と
い
う
当
時
の
民
法
学
界
に
お
け
る
支
配
的
な
方
法
論
の
影
響
も
指
摘
し
う
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、

右
の
よ
う
な
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
礎
と
な
り
う
る
債
務
の
捉
え
方
の
影
響
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
を
別
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
賠
償
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
場
合
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
基
礎
と
な
る
債
務
を
契
約

か
ら
切
り
離
し
、
債
権
総
則
上
の
制
度
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
す
る
程
、
そ
れ
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
へ
と
接
近
、

更
に
は
、
融
合
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
少
な
く
と
も
現
行
民
法
の
解
釈
と
し
て
は
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
現
在
の
民
法
の
下
に
お
い
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
を
完
全
に
一
元
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
次
に
、
二
つ
の

損
害
賠
償
の
中
間
領
域
を
構
想
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
仮
に
、
こ
の
タ
イ
プ
の
議
論
が
、
安
全
配
慮
義
務
な
い
し
保
護
義

務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
も
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
も
異
な
る
第
三

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
損
害
賠
償
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
、
性
質
決
定
を
問
題
に

す
る
必
要
が
な
い
旨
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
既
に
請
求
権
競
合
論
の
場
面
に
お
け
る
規
範
統
合
の
議
論
に
対
す
る
批
判
と

し
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
き
た
の
と
同
じ
指
摘
（

）、
つ
ま
り
、
解
釈
の
枠
を
超
え
る
と
い
う
批
判
が
、
こ
こ
で
も
な
さ
れ
る
こ
と
に

301

な
ろ
う
（

）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
指
摘
は
、
法
解
釈
の
方
法
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
を
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
論
ず
る

302

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
本
稿
の
分
析
視
角
を
用
い
て
言
え
ば
、
右
の
よ
う
な
議
論
の
背
後
に
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
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賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
同
一
の
性
質
と
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
認
識
、
従
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
へ
の
分
類
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
理
解
が
存
在
し
、
そ
の
結
果
、
有
責
な
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す

る
た
め
の
制
度
と
し
て
広
大
な
領
域
を
持
つ
損
害
賠
償
法
を
構
想
し
、
そ
の
中
で
事
案
の
特
性
に
合
わ
せ
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
持
つ
制
度
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
す
る
解
釈
枠
組
み
が
生
ま
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
タ
イ
プ

の
議
論
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
の
完
全
な
一
元
化
を
志
向
す
る
立
場
と
基
本
的
に
は
同
じ
前
提
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

ま
た
、
安
全
配
慮
義
務
や
保
護
義
務
の
中
間
的
性
質
を
強
調
す
る
見
解
に
は
、
あ
く
ま
で
も
問
題
を
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
の
枠
内
で
捉
え
つ
つ
、
本
来
的
な
債
務
不
履
行
と
は
性
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
に
適
し
た
要
件
・
効
果

の
枠
組
み
を
構
築
す
べ
き
旨
を
説
く
タ
イ
プ
の
議
論
も
存
在
す
る
（

）。
安
全
配
慮
義
務
に
関
す
る
判
例
法
理
は
、
そ
の
違
反
に
基
づ
く

303

損
害
賠
償
が
債
務
不
履
行
で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
時
効
の
局
面
に
限
っ
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
同
じ
よ
う
に

損
害
発
生
時
か
ら
消
滅
時
効
を
起
算
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
こ
の
タ
イ
プ
の
議
論
に
属
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
問
題
と
な
る
事
例
を
い
ず
れ
か
の
領
域
に
属
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
を
一
元
化
な
い
し
融
合
化
し
よ
う
と
す
る
議
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、

よ
り
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
タ
イ
プ
の
議
論
も
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
二
つ
の
見
解
と
相
違
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
中
に
は
、
二
つ
の
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
以
上
の
）
制
度
が
予
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
民
法
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
領
域
で
問
題
と
な
る
事
例
を
想
定
し
な
が
ら
そ
れ
に
適
し
た
基
本
原
理
を
設
定
し
、
こ
う
し
た
基
本
原
理
か
ら
正
当
化
す
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る
こ
と
の
可
能
な
制
度
を
設
計
し
た
は
ず
で
あ
る
。
前
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
民
法
に
お
け
る
債
務

不
履
行
規
定
の
分
析
を
行
い
、
そ
の
中
に
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
債
務
の
実
現
を
確
保

す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
捉
え
る
モ
デ
ル
を
読
み
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
（

）、
仮
に
、
こ
う
し
た
見
方
を
共
有
し
な
い
、
つ
ま
り
、
こ

304

こ
で
の
損
害
賠
償
を
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
捉
え
る
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
基
本
原
理
か
ら
制
度
を
正
当
化
す
る
と
い
う
要
請
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
右
の
議
論
は
、
個
人
意
思
を
法

政
策
的
な
原
理
と
す
る
基
本
的
契
約
責
任
と
、
社
会
制
度
＝
組
織
的
な
原
理
を
基
礎
と
す
る
補
充
的
契
約
責
任
と
を
観
念
し
て
い
る

か
ら
（

）、
こ
う
し
た
原
理
の
相
違
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
差
異
を
説
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

305
も
そ
も
、
こ
う
し
た
異
な
る
原
理
に
基
づ
く
複
数
の
損
害
賠
償
制
度
を
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
扱
う
こ
と
は
可
能
か
。
仮
に
こ

れ
ら
の
問
題
群
が
法
の
欠
缺
に
属
す
る
事
例
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
、

個
人
意
思
に
基
礎
を
置
く
は
ず
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、

雑
多
な
事
案
を
包
含
す
る
一
般
条
項
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（

）。
306

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
右
の
議
論
は
、
民
法
に
お
け
る
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
制
度
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も

原
理
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
要
請
と
は
見
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
純
粋
に
技
術
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
、
不
法
行
為
法
と
同
じ
く
損
害
の

衡
平
な
分
担
を
可
能
に
す
る
た
め
の
道
具
と
認
識
し
た
上
で
、
議
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
仮
に
民
法
の
債
務

不
履
行
規
定
が
特
定
の
原
理
に
基
づ
く
要
請
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
、
そ

れ
と
は
異
な
る
要
件
・
効
果
を
持
つ
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の

見
解
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
重
要
性
を
見
る
も
の
で
は
な
い
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
契

約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
対
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
含
め
た
広
大
な
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
、
一
つ
の
あ

り
う
る
衡
平
の
図
り
方
を
示
し
た
制
度
と
し
て
の
位
置
付
け
し
か
与
え
な
い
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
、
こ
こ
で
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の
議
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
民
法
の
予
定
し
な
い
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構
築
を
回
避
す
る
た
め
に
、
問
題
と
な
る
事
例
を
債
務

不
履
行
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
押
し
込
め
て
、
表
面
的
な
体
裁
を
整
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
タ
イ
プ
の
議
論
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
の
完
全
な
一
元
化
を
志
向
す
る
立
場
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

損
害
賠
償
を
構
想
す
る
立
場
と
、
基
本
的
に
は
同
じ
前
提
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
契
約
責
任
の
領
域
を
著
し
く
拡
張
す
る
方
向
性
で
の
見
解
に
対
し
て
は
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
を
利

用
し
た
形
で
の
議
論
を
共
有
し
、
保
護
義
務
の
存
在
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
も
、
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
保
護

義
務
と
契
約
の
関
連
性
を
問
う
べ
き
で
あ
る
旨
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（

）。
例
え
ば
、
完
全
性
利
益
の
保
護
が
契
約
で
保
障
さ
れ

307

た
給
付
利
益
の
実
現
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
い
、
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
を
、
完
全
性
利
益
が
主
た
る
給
付
利
益
を

構
成
し
て
い
る
場
合
、
完
全
性
利
益
の
保
護
が
契
約
目
的
実
現
の
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
完
全
性
利
益
が
契
約
目
的
実
現

の
過
程
に
関
連
付
け
ら
れ
る
場
合
、
完
全
性
利
益
の
侵
害
が
事
実
的
な
社
会
的
接
触
で
生
ず
る
場
合
と
に
区
別
し
た
上
で
、
第
三
の

類
型
に
つ
い
て
は
、
完
全
性
利
益
の
開
示
、
注
意
の
相
手
方
へ
の
付
託
、
給
付
利
益
実
現
過
程
性
、
危
険
実
現
の
特
殊
性
と
い
う
四

つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
満
た
す
場
合
に
限
っ
て
、
こ
れ
を
契
約
の
問
題
と
す
る
一
方
、
第
四
の
類
型
に
関
し
て
は
、
契
約
で
は
な
く
不

法
行
為
責
任
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
見
解
等
が
、
こ
れ
で
あ
る
（

）。
308

右
の
議
論
は
、
保
護
義
務
の
基
礎
を
契
約
と
関
連
付
け
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
安
全
配
慮
義
務

や
統
一
的
保
護
関
係
理
論
に
見
ら
れ
た
、
契
約
を
超
え
た
責
任
原
因
の
構
想
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
の
流
動
化
と
い
う
特
徴
が
後

景
に
退
き
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
契
約
な
い
し
契
約
規
範
と
い
う
視
点
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
立
場
は
、
契
約
を
超
え
る
義
務
の
存
在
を
観
念
し
、
当
該
義
務
の
不
履
行
を
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
に
含
ま

せ
よ
う
と
す
る
議
論
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
契
約
と
結
び
付
け
た
形
で
契
約
領
域
に
お
け
る
義
務
の
多
様
化
を
実
現
し
、

こ
れ
を
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
問
題
に
取
り
こ
も
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
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造
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
賠
償
モ
デ
ル
は
、
不
履
行
、
そ
し
て
、
そ
の

前
提
と
な
る
債
務
の
範
囲
を
拡
張
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
拡
大
し
う
る
理
論
モ
デ
ル
で

あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
立
場
は
、
契
約
上
の
義
務
を
多
元
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
議
論
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
拡
大
と
は
反
対
に
、
契
約
な
い
し
契
約
規
範
の
構
造
分
析
を
踏
ま

え
て
、
そ
れ
以
前
の
議
論
に
よ
っ
て
広
が
り
過
ぎ
た
契
約
責
任
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
い
う
問
題
意
識
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（

）、
309

学
説
史
の
文
脈
で
見
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
拡
大
す
る
と
い
う
叙
述
は
、
必
ず
し
も
正
確
と
は
言
え
な

い
。
し
か
し
、
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
を
分
析
枠
組
み
と
し
て
設
定
す
る
な
ら
ば
、
右
の

よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
正
確
に
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
保
護
義
務
が
契
約
の
内
容
や
目
的
か
ら
直
接
的
に
導
か
れ
な
い
場
合
、
反
対
か
ら
言
え
ば
、
完
全
性
利
益
が
契
約
目
的

実
現
の
過
程
に
関
連
付
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
保
護
義
務
が
契
約
責
任
の
領
域
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
場
合
（
第
三
の
類
型
）
に
お
い

て
は
、
こ
の
よ
う
な
保
護
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
、
通
常
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
同
一
の
原
理
、
同
一

の
制
度
に
服
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
近
時
の
学
説
の
よ
う
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
に
お
け
る
帰
責
の
根
拠
を
契
約
の
拘
束
力
に
対
す
る
違
反
に
求
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
保
護
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠

償
の
基
礎
付
け
を
考
え
て
み
る
。
な
る
ほ
ど
、
契
約
の
拘
束
力
に
よ
る
帰
責
の
説
明
の
意
味
を
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
設
定
し
た
契

約
規
範
に
従
わ
な
か
っ
た
と
い
う
文
脈
で
捉
え
る
と
き
に
は
、
仮
に
自
ら
の
意
思
に
重
き
を
置
か
ず
契
約
規
範
に
従
わ
な
か
っ
た
と

い
う
部
分
に
重
点
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
保
護
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
意
味
を
約
束
し
た
と
い
う
文
脈
で
捉
え
る
と
き
に
は
、
保
護
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償

に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
基
礎
付
け
を
行
う
こ
と
に
は
困
難
を
伴
う
（

）。
ま
た
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
を
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当
該
契
約
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
に
よ
っ
て
画
す
る
立
場
を
前
提
に
、
保
護
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
の
確

定
ル
ー
ル
を
考
え
て
み
る
。
確
か
に
、
保
護
義
務
を
契
約
規
範
の
中
に
取
り
込
む
の
で
あ
れ
ば
、
完
全
性
利
益
も
契
約
規
範
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
た
利
益
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
う
し
た
原
理
に
よ
っ
て
賠
償
範
囲
の
問
題
を
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
契
約
の
内
容
や
目
的
を
構
成
し
て
い
な
い
利
益
に
関
わ
る
賠
償
の
範
囲
を
民
法
四
一
六
条
の
予
見
可
能
性
と
い
う
規
範
言
明
に

よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
保
護
義
務
の
問
題
を
契
約
と
の
関
連
に
お
い
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
議

論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
適
切
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害

賠
償
の
融
合
化
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
前
者
の
中
に
本
来
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
質
な
性
質
を
持
つ
損
害
賠
償
が
含

ま
れ
る
結
果
、
原
理
の
理
解
や
制
度
の
説
明
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
当
事
者
意
思
や
契
約
類
型
か
ら
導
く
こ
と
の
で
き
な
い
保
護
義
務
を
観
念
す
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
存
す
る

の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
安
全
配
慮
義
務
や
保
護
義
務
の
議
論
が
登
場
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
を
債
務
不

履
行
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
に
（
適
切
と
考
え
ら
れ
た
）
賠
償
を
提
供
す
る
と
い
う
目
的
に
出
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
今
日
に
お
い
て
は
、
消
滅
時
効
期
間
の
単
純
な
長
短
を
除
き
（

）、
こ
れ
ら
の
義
務
を
債
務
不
履
行
と
性
質
決
定
す
る
実

311

践
的
な
理
由
は
存
在
し
な
い
（

）。
ま
た
、
安
全
配
慮
義
務
や
保
護
義
務
の
問
題
は
、
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
十
分
に
カ
バ
ー
し
う
る
も

312

の
で
あ
る
（

）。
そ
う
す
る
と
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
を
利
用
し
て
、
契
約
の
内
容
や
目
的
か
ら
直
接
的
に
導
く
こ
と
の
で
き
な
い

313

保
護
義
務
を
観
念
す
る
こ
と
に
、
現
代
社
会
の
要
請
か
ら
見
て
実
際
的
な
意
味
は
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
諸
問
題
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
賠
償
モ
デ
ル
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
存

し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
問
題
は
、
右
の
よ
う
に
一
定
の
保
護
義
務
を
も
含
む
形
で
契
約
や
契
約
規
範
を
捉
え
、

こ
れ
を
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
枠
内
で
受
け
止
め
る
議
論
と
、
契
約
の
内
容
や
目
的
を
構
成
し
な
い
保
護
義
務
に
つ
い

て
は
、
契
約
を
取
り
巻
く
規
範
で
は
あ
る
が
、
契
約
制
度
で
規
律
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
見
た
上
で
、
こ
れ
を
契
約
不
履
行
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に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
枠
内
か
ら
除
外
す
る
議
論
と
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
が
契
約
と
い
う
民
法
の
中
核
を
な
す
制
度
の
基
本
的
な
思

想
・
考
え
方
に
適
合
的
な
モ
デ
ル
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
本
稿
の
問
題
関
心
に
即
し

て
見
る
と
、
前
者
の
議
論
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
が
賠
償
モ
デ
ル
、
後
者
の
議
論
に
親
和
的
で
あ
る
の
が
履
行
モ
デ
ル
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
右
の
問
い
は
賠
償
モ
デ
ル
と
履
行
モ
デ
ル
と
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
が
契
約
不
履
行
に
基
づ
く

損
害
賠
償
に
関
す
る
諸
問
題
を
理
論
的
に
説
明
し
う
る
モ
デ
ル
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
よ
り
広
く
、
契
約
不
履
行
法
、
民
事
責

任
法
、
更
に
は
、
民
法
全
体
と
の
関
連
で
、
ど
ち
ら
が
体
系
的
な
整
合
性
を
持
ち
う
る
モ
デ
ル
で
あ
る
の
か
、
更
に
は
、
契
約
と
い

う
制
度
の
本
質
に
適
合
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
へ
と
繫
が
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
に
お
け
る
考
察
か
ら
は
、
本

稿
が
履
行
モ
デ
ル
を
基
礎
と
し
た
議
論
を
構
築
す
べ
き
旨
を
説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
項
目
を
改
め

て
、
こ
の
点
を
明
確
に
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

㈡

履
行
モ
デ
ル
と
領
域
の
縮
小
？

履
行
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
対
象
は
、
契
約
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と

を
企
図
し
た
が
実
際
に
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
利
益
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
こ
う

し
た
要
素
以
外
の
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
履
行
モ
デ
ル
の
下
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
確
定
の
基
準
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
契
約
な
い
し
債
権
の
内
容
が
一
義
的
に
定
ま
る
も
の
で
な
い
以
上
、
こ

の
命
題
を
超
え
て
、
そ
の
実
現
手
段
で
あ
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

さ
し
あ
た
り
、
右
の
よ
う
な
基
本
的
理
解
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
は
、
契
約
当
事
者
の
身
体
的
完
全
性
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
右
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
身
体
的
安
全
の
問
題
が
当
事
者
の

個
別
の
合
意
や
類
型
的
判
断
に
よ
り
契
約
の
中
で
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
そ
れ
は
契
約
不
履
行

に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
限
り
、
身
体
的
損
害
の
賠
償
は
広
い
意
味
で
の
不
法
行
為
法
の
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管
轄
に
属
す
る
。
現
実
の
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
を
論
じ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
の
表
現
を
用
い
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
、
各
契

約
に
お
い
て
身
体
的
完
全
性
の
保
護
が
債
権
の
持
つ
「
履
行
請
求
権
」
の
内
容
を
構
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
決
定
的
に

重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
等
価
物
に
よ
る
履
行
論
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
身
体
的
損
害

の
全
て
を
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
か
ら
除
外
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
契
約
不
履
行
に
基

づ
く
損
害
賠
償
を
契
約
に
お
い
て
予
定
し
た
利
益
の
実
現
方
法
と
し
て
捉
え
る
と
し
て
も
、
生
命
、
身
体
、
健
康
等
の
保
護
が
、
契

約
の
中
身
を
構
成
し
て
い
る
場
合
や
、
契
約
の
目
的
実
現
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
契
約
で
予

定
さ
れ
た
利
益
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
生
命
や
身
体
に
対
す
る
侵
害
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く

損
害
賠
償
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
益
の
実
現
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
履
行
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
で
あ
る
。

ま
た
、
右
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
保
護
義
務
と
し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
も
の
に
一
定
の
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
法
の
現
状
の
下
で
、
何
ら
か
の
実
際
的
不
都
合
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
履
行
モ
デ
ル
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
は
、
現
在
の
法
状
況
、
よ
り
正
確

に
言
え
ば
、
賠
償
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
た
議
論
の
中
に
存
在
す
る
領
域
拡
大
の
可
能
性
と
の
関
連
で
は
、
確
か
に
、
そ
の
領
域
を
縮

小
す
る
も
の
と
言
え
る
が
、
当
事
者
が
予
定
し
た
利
益
の
実
現
と
い
う
契
約
本
来
の
機
能
を
基
点
に
し
て
見
た
と
き
に
は
、
そ
の
領

域
を
縮
小
す
る
も
の
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
、
契
約
の
機
能
を
そ
の
ま
ま
損
害
賠
償
の
領
域
論
に
移
行
さ
せ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
㈡
の
表
題
に
「
？
」
を
付
け
た
意
味
は
そ
こ
に
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
契
約
上
の
債
務
や
義
務
の
捉
え
方
に
も
反
映
す
る
。
履
行
モ
デ
ル
は
、
債
権
者
が
契
約
を
通
じ
て
獲

得
し
よ
う
と
し
た
利
益
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
決
定
的
に
重
要
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
不
履
行
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
不
履
行
に
よ
っ
て

満
足
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
支
払
い
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
契
約
当
事
者
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間
に
お
い
て
、
契
約
利
益
の
実
現
に
向
け
た
様
々
な
債
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
は
何
ら
否
定
さ
れ
な
い
。
契
約
利
益
の
実
現
を
最
適
化

し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
保
持
を
確
実
に
す
る
た
め
の
拘
束
を
、
契
約
当
事
者
が
負
う
べ
き
契
約
債
務
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
は
自
然

な
こ
と
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
、
こ
れ
ら
の
契
約
上
の
諸
債
務
に
よ
っ
て
契
約
利
益
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ

た
こ
と
を
原
因
と
し
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
、

強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
契
約
利
益
の
実
現
に
関
わ
ら
な
い
拘
束
は
、
た
と
え
契
約
当
事
者
が
負
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
契
約
不

履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
け
る
不
履
行
判
断
の
基
礎
と
な
る
契
約
債
務
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
近
年
の
判
例
で
問
題

と
な
っ
た
貸
金
業
者
の
取
引
履
歴
開
示
義
務
を
例
に
と
れ
ば
（

）、
貸
金
業
者
に
課
さ
れ
る
取
引
履
歴
開
示
義
務
は
、
貸
金
業
法
の
適
用

314

を
受
け
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
目
的
そ
れ
自
体
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
実
現
に
寄
与
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
最

適
化
す
る
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
貸
金
業
者
に
よ
る
取
引
履
歴
の
開
示
・
不
開
示
は
、
借
主
が
金
銭
消
費
貸
借
契
約
で
予
定
し

た
利
益
の
実
現
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
従
っ
て
、
仮
に
貸
金
業
者
が
取
引
履
歴
を
開
示
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
借
主
に
損

害
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
塡
補
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
（

）。
最
高
裁
が
、

315

貸
金
業
者
に
対
し
「
貸
金
業
法
の
適
用
を
受
け
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
付
随
義
務
」
と
し
て
取
引
履
歴
開
示
義
務
を
負
わ
せ
な
が

ら
、
こ
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
を
言
う
も
の
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
賠
償
モ
デ
ル
の
論
理
構
造
に
よ
れ
ば
、
損
害
が
契
約
債
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と

評
価
さ
れ
る
限
り
、
債
権
者
は
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
契
約
上
の
義
務
の
存
在
を
認

定
し
な
が
ら
、
そ
の
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
（

）。
316

以
上
の
こ
と
を
よ
り
一
般
化
し
て
言
う
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

の
領
域
は
、
当
事
者
が
合
意
や
類
型
の
選
択
に
よ
り
契
約
で
予
定
し
た
利
益
の
範
囲
に
よ
っ
て
、
か
つ
、
そ
の
利
益
が
実
現
さ
れ
な
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か
っ
た
範
囲
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
契
約
当
事
者
に
対
し
て
は
、
契
約
利
益
の
実
現
に
向
け
た
諸
債
務
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
諸
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
相
手
方
に
損
害
が
生
ず
る
こ
と

も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
契
約
利
益
の
実
現
と
は
関
わ
り
の
な
い
損
害
を
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
に
含
ま
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
契
約
利
益
の
中
身
に
直
接
関
わ
ら
な
い
義
務
群
は
、
た
と
え
契
約
当
事
者
が
負
う
も
の
で
あ
っ

て
も
、
社
会
生
活
に
お
け
る
一
般
的
な
要
求
が
当
該
契
約
な
い
し
特
定
の
契
約
類
型
と
の
関
連
で
具
体
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

と
見
る
べ
き
で
あ
る

（

)(
）。
例
え
ば
、
契
約
当
事
者
に
対
し
て
は
、
相
手
方
の
利
益
に
配
慮
し
た
誠
実
な
行
態
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ

317

318

も
、
各
契
約
（
類
型
）
に
お
け
る
目
的
の
実
現
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
社
会
生
活
に
お
い
て
各
人
に

求
め
ら
れ
る
誠
実
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
契
約
の
存
否
と
い
う
事
実
の
み
に

よ
っ
て
、
当
該
義
務
の
性
質
が
変
わ
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
（

）。
反
対
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
拘
束
が
当
該
契
約
な
い
し

319

特
定
の
契
約
類
型
に
固
有
の
要
請
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
契
約
債
務
で
あ
り
、
当
事
者
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
契
約

上
の
利
益
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
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
は
、
債
務
や
義
務
の
問
題
と
密
接
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
契
約
観
、
契
約
思
想
、
契
約
構
想
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
特
定
の
考
え
方
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
え
な
い

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
性
質
を
め
ぐ
る
議
論
の
背

後
に
、
契
約
の
基
本
構
想
や
思
想
に
関
す
る
法
政
策
的
な
議
論
を
読
み
取
り
、
等
価
物
に
よ
る
履
行
論
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
契
約

に
関
わ
る
諸
義
務
を
契
約
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
構
想
、
よ
り
一
般
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
言
え
ば
、
意
思
自
治
論
者
、
あ
る
い

は
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
意
思
主
義
論
者
の
主
張
で
あ
り
、
意
思
に
基
づ
く
契
約
法
の
再
生
を
試
み
よ
う
と
す
る
テ
ー
ゼ
で

あ
る
と
の
批
判
を
行
う
学
説
も
存
在
す
る
（

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
適
切
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
等
価
物
に
よ
る

320

履
行
の
本
質
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
議
論
を
基
礎
と
し
て
日
本
法
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
下
で
再
構
成
し
た
履
行
モ
デ
ル
は
、
契
約
不
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履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
、
契
約
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
利
益
を
等
価
物
に
よ
っ
て
実
現
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
位
置
付
け
、

そ
の
実
現
に
向
け
た
拘
束
の
み
を
契
約
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
広
い
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
契
約
利
益
の
実
現
と

離
脱
に
関
わ
る
問
題
を
契
約
不
履
行
法
の
内
容
と
し
て
定
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
社
会
一
般
の
要
請
が
各
契

約
（
契
約
類
型
）
の
下
で
具
体
化
さ
れ
、
契
約
を
取
り
巻
く
規
範
群
と
し
て
階
層
的
に
構
築
さ
れ
う
る
こ
と
は
何
ら
否
定
さ
れ
な
い
。

た
だ
、
履
行
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
が
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
で
は
な
く
、
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
に
な
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
履
行
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
契
約
法
を
観
念

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
以
上
、
こ
の
モ
デ
ル
が
、
一
定
の
契
約
思
想
や
構
想
に
親
和
的
で
あ
る
と
は
言
え
て
も
、
そ
れ
だ
け
に
コ

ミ
ッ
ト
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（

）。
321

結
論

本
稿
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
角
か
ら
、
契
約
不
履
行
法
を
再
検
討
し
、
そ
の
成
果
を
契

約
法
、
損
害
賠
償
法
の
基
礎
理
論
と
接
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
成
果
に
つ
い
て
は
、
既
に
各
章
で
詳
細

に
提
示
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
結
び
と
し
て
、
本
稿
の
提
示
す
る
理
論
の
要
旨
だ
け
を
ご
く
簡
潔
な
形
で
示
し
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
。

契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
か
ら
生
じ
た
債
権
の
効
力
で
あ
り
、
そ
の
代
替
的
な
履
行
確
保
の
た
め
の
手
段
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
認
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
わ
る

諸
問
題
（
帰
責
事
由
の
意
味
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
、
証
明
責
任
の
所
在
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
、
損
害
賠

償
の
範
囲
等
）
に
つ
い
て
、
判
例
上
の
解
決
を
無
理
な
く
説
明
し
つ
つ
、
理
論
的
に
一
貫
性
の
あ
る
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
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き
る
し
、
ま
た
、
契
約
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
そ
の
特
性
を
考
慮
に
入
れ
た
理
論
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
方
向
性
は
、
契
約
不
履
行
法
、
契
約
法
、
民
事
責
任
法
の
体
系
化
に
向
け
た
有
用
な
視
座
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
日
本

の
一
般
的
な
理
解
の
よ
う
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
制
度
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

最
後
に
、
残
さ
れ
た
課
題
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
本
稿
の
基
礎
と
な
っ
た
比
較
法
的
考
察
、
本
稿
の
内
容
に
直
接
関
わ
る
問
題
に

つ
い
て
は
、
適
宜
、
後
注
の
中
で
言
及
し
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
主
張
に
関
連
す
る
範
囲
で
、
以
下
の
二
点
を
指
摘

し
て
お
く
。

第
一
に
、
契
約
類
型
と
の
関
連
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
検
討
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
、
各
契
約
類
型
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
検
討
で
あ
る
。
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
、
実
現

さ
れ
な
か
っ
た
契
約
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
各
契
約
類
型
の
中
に
予
定
さ
れ
て
い
る
損
害
賠
償
制
度
も
、

当
該
契
約
の
特
性
を
反
映
し
た
代
替
的
な
履
行
確
保
の
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
担
保

責
任
の
よ
う
な
民
法
の
中
に
存
在
す
る
各
典
型
契
約
の
損
害
賠
償
制
度
に
つ
い
て
も
、
本
稿
の
分
析
視
角
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
売
買
契
約
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
し
て
は
、
法
定
責
任
説
と
契
約
責
任
説
の
対
立
、
危
険

負
担
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
学
説
の
登
場
か
ら
、
受
領
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
、
契
約
責
任
の
再
構
築
の
中
で
の
瑕
疵
担
保
責
任

研
究
等
、
今
日
で
は
、
他
面
的
か
つ
複
合
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
稿
が
採
用
し
た
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

償
の
理
論
枠
組
み
か
ら
の
検
討
は
、
こ
う
し
た
瑕
疵
担
保
責
任
の
議
論
に
対
し
て
も
、
一
定
の
有
益
な
視
点
を
提
示
し
う
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
各
契
約
類
型
か
ら
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
検
討
で
あ
る
。
契
約
不
履
行
に

基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
契
約
に
お
い
て
予
定
さ
れ
た
利
益
の
実
現
と
い
う
視
点
か
ら
画
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
契
約
債
務
や
義
務

を
契
約
利
益
や
契
約
目
的
の
実
現
か
ら
階
層
的
に
把
握
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
を
採
用
す
る
と
き
に
は
、
個
別
の
契
約
の
み
な
ら
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ず
、
各
類
型
毎
に
そ
の
内
容
を
分
析
し
て
い
く
作
業
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
こ
れ
は
、
契
約
類
型
の
中
身
を
構
造
化
し
つ
つ
、
契

約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
を
確
定
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
実
践
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
契
約

の
尊
重
と
の
関
連
に
お
け
る
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
検
討
で
あ
る
。
本
論
の
中
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
損
害

賠
償
の
適
用
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
契
約
の
尊
重
と
い
う
視
点
が
持
つ
意
味
の
解
明
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
契
約
の
尊
重

と
の
関
連
で
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
契
約
不
履
行
法
の
体
系
化
の
文
脈
で
体
系
化
原
理
と
し
て
の

履
行
請
求
権
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
の
議
論
に
応
接
す
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
更
に
は
、
本
稿
の
中
で
は
検
討
を
留
保
し
た
代
金
減

額
請
求
権
の
意
味
付
け
、
そ
れ
と
損
害
賠
償
と
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
繫
が
る
。

以
上
の
諸
点
の
他
に
も
、
本
稿
の
問
題
関
心
の
中
で
扱
い
切
れ
な
か
っ
た
検
討
課
題
は
、
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
点
も
含

め
て
、
残
さ
れ
た
課
題
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

（

）
近
時
の
学
説
を
概
観
す
る
に
は
、
窪
田
・
前
掲
注
（

）
一
〇
三
頁
以
下
が
有
益
で
あ
る
。

215

7

（

）
大
判
大
正
四
年
六
月
一
二
日
民
録
二
一
輯
九
三
一
頁
等
。

216
（

）
大
判
昭
和
八
年
六
月
一
三
日
民
集
一
二
巻
一
四
号
一
四
三
七
頁
。

217
（

）
挙
げ
ら
れ
て
い
る
問
題
に
相
違
は
あ
る
が
、
石
坂
・
前
掲
注
（

）
四
九
九
頁
以
下
、
勝
本
正
晃
『
債
権
総
論
中
巻
之
二
』（
巖
松

218

2

堂
書
店
・
一
九
三
六
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
一
二
頁
以
下
、
於
保
・
前
掲
注
（

）
一
一
〇
頁
以
下
、
奥
田
・

3

3

前
掲
注
（

）
一
三
七
頁
以
下
等
。

10

（

）
こ
れ
に
対
し
て
、
か
つ
て
の
判
例
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
履
行
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を

219請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
大
判
明
治
三
四
年
三
月
三
〇
日
七
輯
九
三
頁
。
初
期
の
学
説
も
同
様
で
あ
る
。
松
波

＝
仁
保
＝
仁
井
田
・
前
掲
注
（

）
一
一
五
頁
、
岡
松
・
前
掲
注
（

）
八
三
頁
、
横
田
秀
雄
『
債
権
総
論
全
（
訂
正
第
九
版
）』（
清

161

161

水
書
店
・
一
九
一
二
年
〔
初
版
・
一
九
〇
八
年
〕）
二
四
〇
頁
・
三
一
七
頁
（
た
だ
し
、
留
保
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
）
等
。
こ
れ
ら
の
判

例
・
学
説
に
お
い
て
は
、
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
債
権
の
効
力
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
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く
べ
き
で
あ
る
。

（

）
か
つ
て
の
学
説
の
中
に
、
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
の
併
存
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
同
一
性
理
論
を
否
定

220す
る
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
岩
田
・
前
掲
注
（

）
八
〇
頁
以
下
、
小
池
・
前
掲
注
（

）
八
一
頁
以
下

75

75

等
）。

（

）
本
来
的
債
権
と
損
害
賠
償
債
権
の
同
一
性
、
本
来
的
債
権
か
ら
損
害
賠
償
債
権
へ
の
転
化
、
要
件
充
足
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
の
発

221生
と
い
う
三
つ
の
命
題
を
矛
盾
な
く
結
合
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
時
に
本
来
的
債
権
が
損
害
賠
償

債
権
へ
と
転
化
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
債
務
不
履
行
後
に
お
い
て
、
債
権
者
は
一
切
の
履
行
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

（

）
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
既
に
、
一
部
の
学
説
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
北
川
・
前
掲
注
（

）
九
八
頁
以
下
、

222

106

奥
田
編
・
前
掲
注
（

）
四
六
五
頁
〔
北
川
執
筆
部
分
〕）。

106

（

）
こ
の
よ
う
な
留
保
を
付
す
の
は
、
一
九
世
紀
の
学
説
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
の
履
行
方
式
と
し
て

223捉
え
ら
れ
て
お
り
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（

）「
理
論
モ
デ
ル
の
変
遷
」
二
六
〇
頁
以
下
を
参
照
）、
従
っ
て
、
そ
こ

1

に
お
け
る
附
遅
滞
の
要
否
に
関
す
る
議
論
を
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（

）
フ
ラ
ン
ス
の
附
遅
滞
に
つ
い
て
は
、
森
田
修
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
附
遅
滞
」」
同
『
契
約
責
任
の
法
学
的
構
造
』（
有
斐
閣
・

224二
〇
〇
六
年
）
九
九
頁
以
下
〔
初
出
・
志
林
九
〇
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
）〕
が
、
債
務
転
形
論
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
詳
細
な
検
討
を

行
っ
て
い
る
。
以
下
の
叙
述
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
枠
組
み
と
い
う
視
点
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
一

つ
の
読
み
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

（

）
Grandm
oulin,supranote77,pp.7ets.;Brun,supranote77,nºs89ets.,pp.109ets.;M
azeaud,supranote77,nºs5et

225s.,pp.555
ets.;etc.

（

）
M
arcelPlaniol,N
ote,sous
Cass.civ.,11
janv.1892,D
.,1892,pp.257
ets.

226
（

）
M
arcelPlaniol,Étude
surla
responsabilité
civile
:du
fondem
entde
la
responsabilité
civile,Rev.crit.,1905,pp.277

227ets.;Id.,T
raité
élém
entaire
de
droitcivilconform
e
au
program
m
e
officieldesfaculté
de
droit,t.II,2èm
e
éd.,Paris,1902,

nºs862
ets.,pp.261
ets.
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（

）
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
、
単
純
な
遅
滞
の
ケ
ー
ス
を
除
く
と
、
債
務
が
確
定
的
に
履
行
さ
れ
な
い
状
態
に
は
、
三
つ
の
類
型
が
存
在
す
る
と

228言
う
。
第
一
に
、
永
続
的
な
遅
滞
や
債
務
者
の
履
行
拒
絶
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
附
遅
滞
を
不
要
と
す
る
理
由
は
な
い
。

第
二
に
、
外
的
原
因
に
よ
っ
て
債
務
の
履
行
が
妨
げ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
民
法
典
一
三
〇
二
条
に
よ
っ
て
問
題
が

解
決
さ
れ
る
。
第
三
に
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
不
履
行
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
附
遅
滞
は
不
要
で
あ
る
（
Planiol,

supra
note
227,pp.257
ets.）。
と
こ
ろ
で
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
は
先
存
債
務
に
対
す
る
違
反
と
定
義
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
右
の
叙
述
か
ら
は
、
履
行
遅
滞
の
場
合
、
附
遅
滞
に
よ
っ
て
債
務
の
不
履
行
（
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
ト
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と

い
う
理
解
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
結
局
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
の
下
に
お
い
て
は
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
債
権
が
発
生
し
、

附
遅
滞
は
そ
れ
を
制
約
す
る
制
度
で
は
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（

）
A
lex
W
eill,D
om
m
ages-intérêts
com
pensatiores
etm
ise
en
dem
eure,Rev.crit.,1939,nº13,pp.223
ets.,etnº17,p.

229228.

（

）
W
eill,supra
note
229,nº20,pp.233
ets.

230
（

）
マ
リ
・
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ピ
エ
ラ
ル
は
、
民
事
責
任
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
、
損
害
、
因
果
関
係
と
い
う
三
要
件
が
充
足
さ
れ
る

231と
、
損
害
賠
償
債
権
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
附
遅
滞
は
不
要
で
あ
る
が
、
単
純
な
遅
滞
の
場
合
に
は
、
債
権
者
が

債
務
者
に
対
し
黙
示
的
に
期
限
を
付
与
し
た
と
み
な
さ
れ
う
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
そ
の
要
件
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
附
遅

滞
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（
M
arie-Jeanne
Pierrard,La
m
ise
en
dem
eure
et
les
dom
m
ages-intérêts
com
pensa-

toires,JCP.,1945,I,466.A
dde.Id.,O
bs.,sousCass.soc.,17déc.1943,JCP.,1947,II,3373）。
こ
れ
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
や
ヴ
ァ
イ

ユ
の
見
方
と
同
じ
論
理
を
共
有
し
つ
つ
、
そ
れ
を
、
遅
滞
と
そ
れ
以
外
の
不
履
行
と
い
う
伝
統
的
な
区
別
に
結
び
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
D
om
inique
A
llix,Réflexions
sur
la
m
ise
en
dem
eure,JCP.,1977,I,2844.

232
（

）
Cass.ch.,m
ixte,6
juill.2007,Bull.civ.ch.m
ixte,nº9
;D
.,2007,A
J.,1956,obs.,InèsGailm
eister;D
.,2007,2642,note

233Geneviève
V
iney
;D
.,2008,pan.,2975,obs.,Bénédicte
Fauvarque
Cosson
;JCP.,2007,II,10175,note
M
ustapha
M
ekki;

JCP.,2008,I,125,obs.,Philippe
Stoffel-M
unck
;Gaz.Pal.,2007,2574,note
M
arie-Laure
Lanthiez
;RT
D
civ.,2007,787,

obs.,Patrice
Jourdain
;Contra.conc.consom
.,déc.2007,nº295,16,note
LaurentLeveneur;D
r.etpat.,m
ai2008,94,chr.,

LaurentA
ynès
etPhilippe
Stoffel-M
unck
;Petites
affiches,27
sept.2007,nº194,17,note
Stépahne
Prigent;Petites
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affiches,8
janv.2008,nº6,9,note
Philippe
Cosson
;Petites
affiches,25
janv.2008,nº19,15,note
M
athias
Latina
;

D
efrénois,2007,art.38667,1442,note
Éric
Savaux
;RD
C.,2007,1115,obs.,D
enisM
azeaud
;RLD
C.,nov.2007,6,note
E.

Garaud.

（

）
Jourdain,supra
note
233,pp.688
ets.;Leveneur,supra
note
233,p.17
;Gallm
eister,supra
note
233,p.1957
;etc.

234
（

）
こ
の
よ
う
な
問
題
が
明
確
な
形
で
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
民
事
責
任
法
の
中
に
組
み
込
ま
れ

235て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（

）
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
あ
る
が
、
例
え
ば
、
北
川
・
前
掲
注
（

）
九
九
頁
、
奥
田
編
・
前
掲
注
（

）
四
六
五
頁
以
下
〔
北
川
執

236

106

106

筆
部
分
〕、
森
田
宏
樹
「
売
買
契
約
に
お
け
る
瑕
疵
修
補
請
求
権
│
│
履
行
請
求
権
、
損
害
賠
償
又
は
解
除
と
の
関
係
│
│
」
同
『
契
約

責
任
の
帰
責
構
造
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
二
年
）
二
五
八
頁
以
下
〔
初
出
・
法
学
五
三
巻
六
号
（
一
九
九
〇
年
）、
五
四
巻
二
号
、
五
五
巻

二
号
（
一
九
九
一
年
）〕
等
。

（

）
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
一
定
の
範
囲
内
で
権
利
濫
用
や
信
義
則
に
よ
る
請

237求
権
行
使
の
制
約
を
認
め
て
い
た
か
つ
て
の
有
力
学
説
も
、
同
様
の
方
向
性
を
目
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
一
三
九

2

頁
以
下
、
三
潴
・
前
掲
注
（

）
一
二
七
頁
以
下
等
。

30

（

）
こ
う
し
た
機
能
は
、
と
り
わ
け
、
近
年
の
学
説
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
Cf.X
avierLagarde,Rem
arques

238surl’actualitédelam
iseen
dem
eure,JCP.,1996,I,3974,pp.423ets.;Rém
y
Libchaber,D
em
eureetm
iseen
dem
eureen

droit
français,in,Les
sanctions
de
l’inexécution
des
obligations
contractuelles,Études
de
droit
com
paré,sous
la

direction
de
M
arcelFontaine
et
Geneviève
V
iney,Bibliothèque
de
la
faculté
de
droit
de
l’université
Catholique
de

Louvain,X
X
X
II,Bruylant,Bruxelles,LGD
J.,Paris,2001,pp.113
ets.;etc.

（

）
V
iney,supra
note
233,p.2645.

239
（

）
こ
の
よ
う
に
、
信
義
則
を
利
用
し
な
が
ら
、
債
権
者
に
債
務
者
へ
の
通
知
を
要
求
す
る
解
釈
論
は
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
。
例

240え
ば
、
ヴ
ァ
イ
ユ
は
、
不
履
行
を
知
ら
な
い
債
務
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
設
定
し
、
ル

ネ
・
ド
ゥ
モ
ー
グ
の
契
約
思
想
を
援
用
し
な
が
ら
、
債
権
者
に
対
し
て
、
協
力
義
務
、
そ
の
具
体
的
発
現
と
し
て
の
警
告
義
務
を
課
す
。

そ
の
上
で
、
彼
は
、
債
権
者
に
こ
の
意
味
で
の
協
力
義
務
違
反
が
あ
る
場
合
に
は
、
外
的
原
因
が
存
在
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
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損
害
賠
償
請
求
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
説
く
の
で
あ
る
（
W
eill,supra
note
229,nº35,pp.253
ets.）。
も
っ
と
も
、
ヴ
ァ
イ

ユ
に
お
い
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
見
方
と
は
異
な
り
、
警
告
の
機
能
が
附
遅
滞
に
は
結
び
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
附
遅
滞
が
契

約
責
任
の
行
使
要
件
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
、
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
附
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
の

発
生
と
い
う
論
理
が
基
礎
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
債
権
者
に
協
力
義
務
違
反
が
存
す
る
場
合
に
は
、
外
的
原
因
の
存
在
を
認
め
、
契
約
責

任
そ
れ
自
体
が
成
立
し
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
従
っ
て
、
民
法
の
条
文
だ
け
を
見
る
限
り
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と

241が
で
き
る
と
い
う
理
解
が
導
か
れ
る
。
中
島
・
前
掲
注
（

）
五
二
二
頁
以
下
、
前
田
・
前
掲
注
（

）「
口
述
債
権
総
論
」
二
二
一
頁

30

75

以
下
等
。

（

）
Cf.Faure-A
bbad,supra
note
53,nº269,pp.234
ets.;Rém
y-Corlay,supra
note
53,p.25
;etc.

242
（

）
H
.etL.M
azeaud,J.M
azeaud
etChabas,supra
note
170,nºs2302
ets.,pp.614
ets.

243
（

）
一
般
的
な
用
語
法
に
よ
れ
ば
、
マ
ゾ
ー
の
現
実
賠
償
が
履
行
に
、
非
金
銭
的
等
価
賠
償
が
現
実
賠
償
に
、
金
銭
的
等
価
賠
償
が
損
害

244賠
償
に
相
当
す
る
。

（

）
M
azeaud,supra
note
77,nºs5
ets.,pp.555
ets.

245
（

）
従
っ
て
、
こ
う
し
た
賠
償
と
履
行
の
捉
え
方
は
、
し
ば
し
ば
、
単
な
る
術
語
の
問
題
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
が
（
Ex.Roujou

246de
Boubée,supra
note
172,pp.139
ets.;Grosser,supra
note
54,nºs76
ets.,pp.93
ets.;Courtiau,supra
note
54,nº316,p.

177
;etc.）、
極
め
て
重
要
な
理
論
的
・
体
系
的
意
味
を
持
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（

）
潮
見
・
前
掲
注
（

）
二
六
頁
。

247

4

（

）
潮
見
・
前
掲
注
（

）
三
六
九
頁
以
下
。

248

4

（

）
森
田
修
は
、
履
行
請
求
権
を
、「
救
済
と
し
て
の
履
行
請
求
権
」
と
「
体
系
化
原
理
と
し
て
の
履
行
請
求
権
」
と
に
区
別
し
た
上
で
、

249以
下
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
債
務
不
履
行
後
、
契
約
関
係
は
、
当
初
の
契
約
意
思
の
拘
束
を
離
れ
て
維
持
さ
れ
、
当
事
者
が

そ
こ
で
負
う
義
務
に
は
契
約
の
存
続
を
志
向
す
る
と
い
う
方
向
性
が
あ
る
。
こ
れ
を
法
技
術
的
に
基
礎
付
け
る
の
が
、
履
行
請
求
権
で
あ

る
。「
確
か
に
履
行
請
求
権
は
そ
の
成
立
は
当
初
契
約
意
思
で
あ
る
が
、
契
約
の
履
行
プ
ロ
セ
ス
の
或
る
段
階
で
ノ
ー
マ
ル
な
展
開
に
障

害
が
生
じ
た
と
い
う
意
味
で
の
債
務
不
履
行
後
は
、
契
約
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
の
内
容
は
、
当
初
契
約
意
思
に
よ
っ
て
内
容
的
に

契約不履行に基づく損害賠償の理論（三・完）
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規
定
さ
れ
尽
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
は
履
行
請
求
権
こ
そ
が
、
権
利
義
務
関
係
を
逐
次
的
に
形
成
し
て
い
く
基
準
点
と
な

る
。
そ
し
て
契
約
債
権
当
事
者
間
の
義
務
群
に
、「
契
約
の
尊
重
」
と
い
う
志
向
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
「
履
行
請
求
権
の
排
除
」
が
法

技
術
的
に
表
現
す
る
」。
こ
の
場
合
、
救
済
と
し
て
の
履
行
請
求
権
は
行
使
で
き
な
く
な
り
、
塡
補
賠
償
請
求
権
が
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
（
森
田
修
「〈
民
法
典
〉
と
い
う
問
題
の
性
格
│
│
債
務
法
改
正
作
業
の
「
文
脈
化
」
の
た
め
に
│
│
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
九
号
（
二
〇

〇
六
年
）
四
一
頁
以
下
、
同
「
履
行
請
求
権
か
rem
edy
approach
か
│
│
債
権
法
改
正
作
業
の
文
脈
化
の
た
め
に
」
ジ
ュ
リ
一
三
二

九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
三
頁
以
下
）。
と
こ
ろ
で
、
本
文
の
理
解
は
、
契
約
利
益
を
追
求
す
る
権
利
と
し
て
の
「
履
行
請
求
権
」
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
右
の
見
解
、
更
に
言
え
ば
、
債
権
や
「
履
行
請
求
権
」
の
理
解
を
別
と
す

れ
ば
、
伝
統
的
な
議
論
と
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
履
行
請
求
権
」
は
、
当
初
の
当
事
者
意
思
の
み
な
ら
ず
、
契
約
締
結
後

の
交
渉
や
客
観
的
な
規
範
に
よ
っ
て
も
形
成
さ
れ
う
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
、
賠
償
範
囲
確
定
ル
ー
ル

に
お
け
る
予
見
（
予
定
）
時
期
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
・
第
二
節
・
第
二
款
を
参
照
）。
ま
た
、
債
務
不
履
行

後
も
「
履
行
請
求
権
」
そ
れ
自
体
が
存
続
し
て
い
る
限
り
、
債
権
を
通
じ
て
獲
得
し
よ
う
と
し
た
利
益
を
求
め
る
地
位
自
体
は
存
続
し
て

い
る
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
基
点
と
し
て
新
た
な
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
文
の
理

解
は
右
の
見
解
と
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
森
田
の
理
解
に
お
い
て
は
、
救
済
と
し
て
の
履
行
請
求
権
だ
け
で
な
く
、

体
系
化
原
理
と
し
て
の
履
行
請
求
権
も
含
め
、
そ
こ
で
の
履
行
請
求
権
が
、（
本
稿
の
言
う
）
現
実
の
履
行
請
求
権
に
結
び
付
け
ら
れ
て

お
り
、
債
権
を
通
じ
て
獲
得
し
よ
う
と
し
た
利
益
の
金
銭
に
よ
る
実
現
＝
損
害
賠
償
が
、（
本
稿
の
言
う
）「
履
行
請
求
権
」
か
ら
切
り
離

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
理
解
は
、
現
実
の
履
行
請
求
権
が
排
除
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
、
債
権
が
持
つ
「
履

行
請
求
権
」
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
存
続
す
る
限
り
、
債
権
者
に
は
債
権
を
通
じ
て
獲
得
し
た
利
益
を
求
め
る

地
位
が
あ
る
と
見
て
、
損
害
賠
償
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
可
能
な
限
り
そ
の
地
位
を
実
現
し
て
い
く
方
向
性
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

（

）
現
実
の
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
の
体
系
的
な
位
置
付
け
は
大
き
く
異
な
る
が
、
こ
の
認
識
自
体
は
、
潮
見
・
前
掲
注
（

）
三

250

4

六
七
頁
以
下
と
同
じ
で
あ
る
。

（

）
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
形
で
、
現
実
の
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
の
選
択
権
を
無
制
限
に
認
め
る
場
合
に
は
、
長
期
間
、
債
務
者

251を
不
安
定
な
地
位
に
置
か
な
い
た
め
に
、
一
定
の
対
抗
手
段
を
設
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
現
行
民
法
の
様
々
な
場
面
に
お
け
る
利
益
バ

ラ
ン
ス
の
と
り
方
を
参
考
に
制
度
設
計
を
行
う
と
す
れ
ば
、
債
務
者
に
催
告
権
を
与
え
、
期
間
内
に
確
答
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
損
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害
賠
償
を
選
択
し
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
よ
う
な
規
律
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
（
レ
メ
デ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
議

論
と
し
て
排
斥
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
森
田
・
前
掲
注
（

）「
履
行
請
求
権
」
八
六
頁
を
参
照
）。

249

（

）
潮
見
・
前
掲
注
（

）
三
六
八
頁
。

252

4

（

）
Ex.Laithier,supra
note
54,nºs15
et
s.,pp.37
et
s.,et
nºs278
et
s.,pp.365
et
s.;Id.,La
Prétendue
prim
auté
de

253l’exécution
en
nature,in,Exécution
en
nature,exécution
par
équivalent,Colloque
du
14
octobre
2004,Cour
de

Cassation,1re
cham
bre
civile,RD
C.,2005,pp.161
ets.

（

）
Rém
y-Corlay,supra
note
53,p.25
;Rém
y,supra
note
53,La
responsabilité
contractuelle…
,nº43,pp.352
et
s.;

254Faure-A
bbad,supra
note
53,nº276,pp.238
ets.ま
た
、
Cf.Florence
Bellivier
etRuth
Sefton-Green,Force
obligatoire

etexécution
en
nature
du
contraten
droits
français
etanglais
:bonnes
etm
auvaises
surprises
du
com
paratism
e,in,

Études
offertes
à
Jacques
Ghestin,Le
contratau
débutdu
X
X
Iè
siècle,LGD
J.,Paris,2001,p.108.

（

）
潮
見
・
前
掲
注
（

）
三
六
八
頁
以
下
を
参
照
。

255

4

（

）
本
稿
の
理
解
は
、
債
権
が
持
つ
「
履
行
請
求
権
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
現
実
の
履
行
請
求
を
含
め
全

256て
を
債
務
不
履
行
に
対
す
る
救
済
と
し
て
把
握
す
る
立
場
と
は
体
系
的
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
結
論
は
、
結
果
と

し
て
、
レ
メ
デ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
近
接
し
て
い
る
。

（

）
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
野
・
前
掲
注
（

）
等
を
参
照
。

257

7

（

）
大
判
明
治
三
八
年
七
月
一
〇
日
民
録
一
一
輯
一
一
五
〇
頁
等
。
ま
た
、
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
九
九
頁
以
下
、
星
野
・
前
掲
注

258

86

（

）
九
三
頁
以
下
等
。

86

（

）
危
険
負
担
と
の
関
係
も
含
め
て
、
今
日
の
議
論
状
況
を
概
観
す
る
に
は
、
松
岡
久
和
「
履
行
障
害
を
理
由
と
す
る
解
除
と
危
険
負

259担
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
三
八
頁
以
下
が
有
益
で
あ
る
。

（

）
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
五
六
頁
、
三
宅
・
前
掲
注
（

）
一
八
七
頁
等
。

260

86

86

（

）
好
美
・
前
掲
注
（

）
一
七
九
頁
以
下
、
辰
巳
・
前
掲
注
（

）
三
三
一
頁
以
下
、
山
田
・
前
掲
注
（

）
論
文
等
。

261

99

99

99

（

）
初
期
の
論
文
と
し
て
、
石
田
文
次
郎
「
民
法
第
五
四
一
条
に
就
て
」
論
叢
五
巻
六
号
（
一
九
二
一
年
）
六
五
頁
以
下
、
小
池
隆
一

262「
契
約
の
解
除
に
就
て
」
法
研
二
巻
三
=
四
号
（
一
九
二
三
年
）
四
〇
頁
以
下
等
。
ま
た
、
鳩
山
秀
夫
『
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
上
巻
』
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（
岩
波
書
店
・
一
九
二
四
年
）
二
一
五
頁
・
二
二
一
頁
以
下
、
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
五
六
頁
、
三
宅
・
前
掲
注
（

）
一
八
七
頁
等
。

86

86

（

）
渡
辺
達
徳
「
民
法
五
四
一
条
に
よ
る
契
約
解
除
と
「
帰
責
事
由
」（
一
）（
二
・
完
）
│
│
解
除
の
要
件
・
効
果
の
整
序
に
向
け
た
基

263礎
資
料
│
│
」
商
討
四
四
巻
一
=二
号
（
一
九
九
三
年
）
二
三
九
頁
以
下
、
三
号
（
一
九
九
四
年
）
八
一
頁
以
下
、
同
「
契
約
解
除
の
要

件
枠
組
み
に
関
す
る
総
論
的
考
察
│
│
民
法
五
四
一
条
の
起
草
過
程
を
て
が
か
り
と
し
て
│
│
」
商
討
四
六
巻
一
号
（
一
九
九
五
年
）
二

四
七
頁
以
下
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
議
論
も
含
め
、
遠
山
純
弘
「
不
履
行
と
解
除
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」
北
研
四
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
六

年
）
一
頁
以
下
、
四
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
七
頁
以
下
、
二
号
三
一
頁
以
下
。

（

）
松
波
仁
一
郎
＝
仁
保
亀
松
＝
仁
井
田
益
太
郎
（
穂
積
陳
重
＝
富
井
政
章
＝
梅
謙
次
郎
校
閲
）『
帝
国
民
法
正
解
第
六
巻
』（
日
本
法

264律
学
校
・
一
八
九
七
年
）
八
七
四
頁
以
下
、
岡
松
・
前
掲
注
（

）
四
九
六
頁
以
下
、
小
沢
政
許
『
日
本
契
約
法
原
論
（
訂
正
再
版
）』

161

（
有
斐
閣
・
一
八
九
八
年
〔
初
版
・
一
八
九
七
年
〕）
二
八
九
頁
以
下
等
。

（

）
例
え
ば
、
石
坂
音
四
郎
は
、
日
本
の
議
論
の
中
に
賠
償
モ
デ
ル
の
考
え
方
を
持
ち
込
ん
だ
学
説
で
あ
り
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損

265害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
履
行
遅
滞
も
含
め
全
て
の
場
合
に
帰
責
事
由
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
履
行
遅
滞
に
基
づ
く
契
約
解
除
に

関
し
て
は
、
そ
れ
が
不
要
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
（
石
坂
音
四
郎
『
日
本
民
法
第
三
編
債
権
第
三
巻
（
訂
正
再
版
）』（
有
斐
閣
書

房
・
一
九
一
五
年
〔
初
版
・
一
九
一
五
年
〕）
二
二
七
九
頁
）。
つ
ま
り
、
石
坂
の
下
で
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
責
任
化

は
実
現
さ
れ
て
い
た
が
、
解
除
の
そ
れ
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（

）
鳩
山
・
前
掲
注
（

）
一
九
八
頁
以
下
・
二
三
〇
頁
以
下
、
我
妻
・
前
掲
注
（

）
一
八
八
頁
以
下
等
。

266

262

86

（

）
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
北
村
実
「
解
除
の
効
果
│
│
五
四
五
条
を
め
ぐ
っ
て
」
星
野
英
一
編
代
『
民
法
講
座
５
契
約
』（
有
斐

267閣
・
一
九
八
五
年
）
一
一
三
頁
以
下
等
を
参
照
。

（

）
例
え
ば
、
山
中
康
雄
「
解
除
の
効
果
」
同
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
⑽
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
八
年
）
一
五
二
頁
以
下
、
四
宮
和

268夫
『
請
求
権
競
合
論
』（
一
粒
社
・
一
九
七
八
年
）
二
〇
七
頁
〔
初
出
・
法
協
九
〇
巻
五
号
（
一
九
七
三
年
）、
六
号
、
九
号
、
九
一
巻
一

一
号
（
一
九
七
四
年
）、
九
四
巻
一
〇
号
（
一
九
七
七
年
）、
一
一
号
〕
等
。

（

）
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
あ
る
が
、
石
田
文
次
郎
『
財
産
法
に
於
け
る
動
的
理
論
』（
巖
松
堂
書
店
・
一
九
二
八
年
）
四
三
二
頁
以
下
、

269松
坂
佐
一
『
民
法
提
要
債
権
各
論
（
第
五
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
〔
初
版
・
一
九
五
六
年
〕）
七
〇
頁
以
下
（
な
お
、
同
「
解
除

と
損
害
賠
償
」
同
『
債
権
者
取
消
権
の
研
究
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
二
年
）
二
五
七
頁
以
下
〔
初
出
・
名
法
一
巻
三
号
（
一
九
五
二
年
）〕）
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等
。

（

）
Cf.PhilippeRém
y,O
bservationssurlecum
uldelarésolution
etdesdom
m
agesetintérêtsen
casd’inexécution
du

270contrat,in,La
sanction
du
droit,M
élanges
offerts
à
Pierre
Couvrat,PU
F.,2001,nºs1
ets.,pp.121
ets.

（

）
鶴
藤
倫
道
「
契
約
の
解
除
と
損
害
賠
償
（
一
）（
二
・
完
）
│
│
売
買
契
約
解
除
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
を
中
心
に
│
│
」
民
商
一
一

271〇
巻
三
号
（
一
九
九
四
年
）
三
一
頁
以
下
、
四
=
五
号
二
六
九
頁
以
下
（
特
に
、（
二
・
完
）
二
九
〇
頁
以
下
）
が
、
ド
イ
ツ
法
の
分
析

成
果
を
踏
ま
え
て
、
契
約
解
除
と
損
害
賠
償
の
目
的
は
、
そ
れ
ぞ
れ
逆
を
向
い
て
い
る
か
ら
、
双
方
を
債
権
者
に
認
め
る
の
は
矛
盾
で
あ

り
、
仮
に
、
契
約
が
遡
及
的
に
消
滅
し
な
い
と
理
解
す
る
に
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
、
直
ち
に
、
契
約
解
除
と
履
行
利
益
賠
償
を
重
ね
て
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
く
の
も
、
同
様
の
趣
旨
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
同
著
者
の
手
に
な
る
沿
革
研
究
と
し
て
、
同
「
旧

商
法
典
に
お
け
る
解
除
と
損
害
賠
償
と
の
関
係
に
つ
い
て
│
│
民
法
典
の
沿
革
的
考
察
│
│
」
石
田
喜
久
夫
先
生
古
稀
記
念
『
民
法
学
の

課
題
と
展
望
』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
〇
年
）
五
七
一
頁
以
下
、
同
「
旧
民
法
典
に
お
け
る
解
除
と
損
害
賠
償
と
の
関
係
に
つ
い
て
（
一
）

（
二
・
完
）」
関
東
学
園
大
学
法
学
紀
要
一
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
六
九
頁
以
下
、
二
号
二
二
七
頁
以
下
）。

（

）
石
田
・
前
掲
注
（

）
四
三
二
頁
以
下
等
。

272

269

（

）
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
等
価
物
に
よ
る
履
行
論
が
、
不
法
行
為
の
モ
デ
ル
に
支
配
さ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
に
も
た
ら

273し
た
成
果
の
一
つ
が
、
履
行
利
益
・
信
頼
利
益
の
導
入
と
具
体
的
な
賠
償
範
囲
確
定
方
法
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
等
価
物
に
よ
る
履
行
論
が
生
み
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
及
び
そ
の
他
の
成
果
も
含
め
て
、
学
位
請
求
論
文
「
契
約
不

履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
」
の
第
二
部
「
統
合
」
の
一
部
を
要
約
し
た
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（

）
A
ndrea
Pinna,La
m
esure
du
préjudice
contractuel,th.Paris
II,préf.Pierre-Y
ves
Gautier,Bibliothèque
de
droit

274privé,t.491,LGD
J.,Paris,2007,nºs19
ets.,pp.23
ets.,etnºs503
ets.,pp.475
ets.時
期
的
に
は
少
し
遡
る
が
、
Cf.Catherine

Guelfucci-T
hibierge,N
ullité,restitutions
et
responsabilité,th.Paris
I,préf.Jacques
Ghestin,Bibliothèque
de
droit

privé,t.218,LGD
J.,Paris,1992,nºs112
ets.,pp.83
ets.esp.,nº160,p.110,etnº181,pp.120
ets.

（

）
等
価
物
に
よ
る
履
行
論
を
支
持
す
る
学
説
の
中
に
は
、
解
除
と
と
も
に
請
求
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
こ
の
場
合
の
損
害
賠
償
は

275等
価
物
に
よ
る
履
行
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
解
除
の
場
合
の
損
害
賠
償
の
存
在
を
認
め
て

い
る
の
は
、
そ
こ
に
、
単
な
る
不
履
行
と
は
区
別
さ
れ
る
フ
ォ
ー
ト
の
存
在
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
も
の
が
あ
る
（
Bellis-

契約不履行に基づく損害賠償の理論（三・完）

89



sent,supra
note
53,nºs275
ets.,pp.160
ets.）。
こ
こ
で
は
、
等
価
物
に
よ
る
履
行
で
は
な
く
、
フ
ォ
ー
ト
を
基
礎
と
す
る
損
害
賠

償
責
任
が
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
前
掲
注
（

）
一
一
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
た
、
森
田
宏
樹
教
授
の
質
問
に
対
す
る
山
本
敬
三
教
授
の
回
答
を
参
照
。

276

52

（

）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
9:502
条
、
共
通
参
照
枠
草
案Ⅲ

.-3:702
条
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則

・

・

条
等
。

277

7

4

2

（

）
Rém
y,supra
note
270,nº5,pp.126
ets.ま
た
、
Eddy
Lam
azerolles,Lesapportsde
la
Convention
de
V
inne
au
droit

278interne
de
la
vente,th.Poitiers,préf.Philippe
Rém
y,Collection
de
la
faculté
de
D
roitetdesSciencessocialsde
Poitiers,

t.1,LGD
J.,Paris,2003,nºs395
ets.,pp.374
ets.;T
hom
asGenicon,La
résolution
du
contratpourinexécution,th.ParisII,

préf.LaurentLeveneur,Bibliothèque
de
droitprivé,t.484,LGD
J.,Paris,2007,nºs1033
ets.,pp.744
ets.（
た
だ
し
、
本
文

で
述
べ
た
二
つ
の
タ
イ
プ
の
説
明
を
統
合
し
、
解
除
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
も
含
め
て
、
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る

か
は
、
債
権
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
（
nºs988
ets.,pp.714
ets.））

（

）
拙
稿
・
前
掲
注
（

）「
原
理
と
体
系
」
を
参
照
。
ま
た
、
そ
こ
で
の
考
察
の
基
礎
と
な
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、
ま
た
、
フ

279

1

ラ
ン
ス
民
法
学
か
ら
見
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
に
お
け
る
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
制
度
設
計
論
に
つ
い
て
は
、
学
位

請
求
論
文
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
」
の
第
二
部
「
統
合
」
の
一
部
を
要
約
し
た
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（

）
文
献
の
所
在
も
含
め
、
第
一
章
・
第
一
節
・
第
一
款
も
参
照
。

280
（

）
こ
れ
は
、
広
い
意
味
で
の
不
法
行
為
法
に
お
い
て
、
報
償
責
任
や
危
険
責
任
等
の
無
過
失
責
任
を
基
礎
付
け
る
原
理
を
理
由
と
し
て

281損
害
賠
償
責
任
が
課
さ
れ
、
一
定
の
事
実
の
存
在
、
例
え
ば
、
不
可
抗
力
等
を
理
由
に
免
責
さ
れ
る
と
い
う
構
造
と
同
じ
で
あ
る
。

（

）
文
献
の
所
在
も
含
め
、
第
一
章
・
第
二
節
・
第
二
款
も
参
照
。

282
（

）
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
古
典
的
相
当
因
果
関
係
説
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠

283償
の
範
囲
に
つ
い
て
、
同
一
の
判
断
構
造
に
基
づ
き
、
同
一
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
、
確
定
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
（
賠
償

範
囲
確
定
原
理
の
同
一
性
＋
賠
償
範
囲
確
定
ル
ー
ル
の
同
一
性
）。
他
方
、
契
約
を
起
点
に
据
え
た
契
約
責
任
を
標
榜
す
る
見
解
も
、
賠

償
の
論
理
を
議
論
の
出
発
点
と
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
も
、
最
低
限
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
に
お
い
て
同
一

の
論
理
に
基
づ
き
賠
償
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
伝
統
的
通
説
に
対
峙
す
る
学
説
が
、
相
当
因
果
関
係
と
い
う
概
念
そ
れ

自
体
に
対
し
て
批
判
を
提
起
し
、
因
果
関
係
に
よ
っ
て
賠
償
範
囲
を
画
す
る
論
理
を
議
論
か
ら
放
逐
し
た
上
で
、
い
ず
れ
の
損
害
賠
償
制
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度
に
つ
い
て
も
、
規
範
の
保
護
目
的
の
考
え
方
を
基
礎
に
賠
償
範
囲
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
こ
の
理
解
に
お
い
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
は
、
異
な
る
ル
ー
ル
に

服
し
な
が
ら
も
、
同
一
の
論
理
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
賠
償
範
囲
確
定
原
理
の
同
一
性
＋
賠
償
範
囲
確
定

ル
ー
ル
の
非
同
一
性
）。
か
く
し
て
、
新
た
な
理
論
枠
組
み
の
下
に
お
い
て
は
、
相
当
因
果
関
係
な
る
概
念
が
、
お
よ
そ
損
害
賠
償
法
一

般
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
が
全
く
性
質
の
異
な
る
制
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の

範
囲
が
異
な
る
論
理
の
規
律
を
受
け
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
で
相
当
因
果
関
係
説
を

問
題
に
付
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
に
お
い
て
も
そ
れ
が
成
り
立
ち
え
な
い
と
い
う
帰
結

を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
は
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
視

点
か
ら
、
つ
ま
り
、
賠
償
の
論
理
に
基
づ
い
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
第
一
章
・
第
二
節
・
第
二
款
に
お
け
る

考
察
を
前
提
と
す
れ
ば
、
不
法
行
為
法
の
領
域
に
お
け
る
相
当
因
果
関
係
の
論
理
そ
れ
自
体
は
、
必
ず
し
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
は

な
い
と
言
え
よ
う
（「
論
理
そ
れ
自
体
」
と
い
う
の
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
画
す
る
手
法
を

意
味
す
る
。
こ
れ
を
従
来
の
議
論
に
即
し
て
言
え
ば
、
相
当
因
果
関
係
を
民
法
四
一
六
条
と
結
び
付
け
る
解
釈
、
相
当
因
果
関
係
の
中
に

金
銭
的
評
価
の
問
題
を
含
め
る
解
釈
を
除
け
ば
と
い
う
留
保
が
付
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
）。

（

）
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
、
民
事
責
任
法
が
、
不
法
行
為
を
中
心
と
し
た
責
任
法
の
領
域
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
立
場
か
ら
見
る

284と
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
民
事
責
任
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
大
き
な
疑
問
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

（

）
川
島
武
宜
「
契
約
不
履
行
と
不
法
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
│
│
請
求
権
競
合
論
に
関
す
る
一
考
察
│
│
」
同
『
民
法
解
釈
学
の
諸

285問
題
』（
弘
文
堂
・
一
九
四
九
年
）
一
頁
以
下
〔
初
出
・
法
協
五
一
巻
一
号
（
一
九
三
四
年
）、
二
号
、
三
号
〕。

（

）
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
非
競
合
が
前
提
と

286さ
れ
、
こ
の
規
範
は
、
契
約
の
尊
重
と
い
う
視
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
（
Cf.Gérard
Cornu,Le
problèm
e
du
cum
ulde
la

responsabilité
contractuelle
et
de
la
responsabilité
délictuelle,in,Études
de
droit
contem
porain（
nouvelle
série）,

V
Ièm
e
Congrès
internationalde
droitcom
paréé
:H
am
bourg
1962,rapports
français,Préf.René
Rodière,Cujas,Paris,

1962,pp.239
ets.;etc.ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
コ
ル
ニ
ュ
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
契
約
当
事
者
に
対
し
不
法
行
為
責
任
を
援
用
す

る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
契
約
規
範
の
実
質
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、「
ア
ナ
テ
マ
（
anathèm
e）」、「
ト
ロ
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イ
の
木
馬
」
で
あ
り
、「
混
乱
の
誘
因
、
無
秩
序
の
要
因
、
法
的
不
安
定
の
原
因
」
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
、
契
約
規
範
の

意
味
が
失
わ
れ
、
合
意
自
由
の
原
則
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
p.247））。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
事
責
任
論
の
有
力
な

潮
流
は
、
可
能
な
限
り
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
を
一
元
化
す
る
た
め
、
多
く
の
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
そ
し
て
、
一
定
の
範
囲
内
で
は
あ

る
が
、
伝
統
的
に
契
約
の
存
在
か
ら
正
当
化
さ
れ
て
き
た
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
特
殊
性
を
消
し
去
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
。

つ
ま
り
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
規
範
の
レ
ベ
ル
で
は
、
契
約
の
尊
重
と
い
う
要
請
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
一
連
の
疑
問
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
民
事
責
任
法
の
基
本
構
想
は
、

必
ず
し
も
契
約
の
尊
重
を
理
由
と
し
た
非
競
合
原
則
と
調
和
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
非

競
合
原
則
が
確
固
た
る
規
範
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
。
こ
の
錯
綜
は
、
契
約
の
尊
重
と
い
う
言
葉

に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
内
容
が
、
学
説
（
更
に
言
え
ば
、
問
題
と
な
る
場
面
）
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
題
関
心
は
、
日
本
の
議
論
か
ら
見
て
も
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
日
本
の
議
論
に
お
い
て

も
、
契
約
の
尊
重
と
い
う
言
葉
の
中
で
、
様
々
な
問
題
・
意
味
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
二
つ
の

損
害
賠
償
請
求
権
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較
法
的
考
察
も
含
め
、
契
約
の
尊
重
に
焦
点
を
当
て
た
別
稿
の
中
で

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（

）
大
判
明
治
四
五
年
三
月
二
三
日
民
録
一
八
輯
二
八
四
頁
、
大
判
明
治
四
五
年
三
月
二
三
日
民
録
一
八
輯
三
一
五
頁
、
大
連
判
大
正
七

287年
五
月
一
八
日
民
録
二
四
輯
九
七
六
頁
、
大
判
大
正
一
五
年
二
月
二
三
日
民
集
五
巻
一
〇
八
頁
、
最
判
昭
和
三
八
年
一
一
月
五
日
民
集
一

七
巻
一
一
号
一
五
一
〇
頁
等
。

（

）
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
比
較
法
的
考
察
も
含
め
て
、
学
位
請
求
論
文
「
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
理
論
」
の
第
二

288部
「
統
合
」
の
一
部
を
要
約
し
た
近
刊
予
定
の
別
稿
を
参
照
。

（

）
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
。

289
（

）
淡
路
剛
久
「
日
本
民
法
の
展
開
⑶
判
例
の
法
形
成
│
│
安
全
配
慮
義
務
」
広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
Ⅰ
全
般
的
観

290察
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
八
年
）
四
四
七
頁
以
下
、
瀬
川
信
久
「
安
全
配
慮
義
務
論
・
再
考
」
高
翔
龍
先
生
日
韓
法
学
交
流
記
念
『
二
一

世
紀
の
日
韓
民
事
法
学
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
五
年
）
一
九
五
頁
以
下
等
に
簡
素
で
優
れ
た
整
理
が
あ
る
。

（

）
奥
田
昌
道
「
契
約
法
と
不
法
行
為
法
の
接
点
│
│
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
の
関
係
お
よ
び
両
義
務
の
性
質
論
を
中
心
に
│
│
」

291
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於
保
不
二
雄
先
生
還
暦
記
念
『
民
法
学
の
基
礎
的
課
題
中
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
四
年
）
二
〇
七
頁
以
下
、
下
森
定
「
契
約
責
任
の
再
構

成
を
め
ぐ
る
覚
書
」
Law
school二
七
号
（
一
九
八
〇
年
）
四
頁
以
下
、
同
「
契
約
責
任
（
債
務
不
履
行
責
任
）
の
再
構
成
」
内
山
尚

三
＝
黒
木
三
郎
＝
石
川
利
夫
先
生
還
暦
記
念
『
現
代
民
法
学
の
基
本
問
題
中
』（
第
一
法
規
・
一
九
八
三
年
）
一
六
三
頁
以
下
、
宮
本
健

蔵
『
安
全
配
慮
義
務
と
契
約
責
任
の
拡
張
』（
信
山
社
・
一
九
九
三
年
）
所
収
の
諸
論
稿
等
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
先
立
つ
、
北
川
善
太
郎

『
契
約
責
任
の
研
究
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
三
年
）。

（

）
さ
し
あ
た
り
、
高
世
三
郎
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
安
全
配
慮
義
務
」
司
研
六
八
号
（
一
九
八
一
年
）
二
三
頁
以
下
、
石
川
良
雄

292「
フ
ラ
ン
ス
判
例
に
お
け
る
安
全
債
務
の
諸
問
題
」
判
タ
六
一
四
号
（
一
九
八
四
年
）
四
五
頁
以
下
、
伊
藤
浩
「
手
段
債
務
と
し
て
の
安

全
債
務
と
結
果
債
務
と
し
て
の
安
全
債
務
（
一
）（
二
・
完
）
│
│
安
全
配
慮
義
務
の
解
釈
視
点
│
│
」
立
教
二
八
号
（
一
九
八
七
年
）

五
〇
頁
以
下
、
三
一
号
（
一
九
八
八
年
）
八
一
頁
以
下
等
を
参
照
。

（

）
Cass.civ.,6déc.1932,D
.,1933,1,137,noteLouisJosserand
;S.,1934,1,81,notePaulEsm
ain
;Cass.civ.,24m
ai1933,

293D
.,1933,1,137,note
LouisJosserand
;S.,1934,1,81,note
PaulEsm
ain
;Cass.2èm
e
civ.,17
déc.1954,D
.,1955,269,note

René
Rodière
;JCP.,1955,II,8490,obs.,René
Savatier
;etc.

（

）
Cass.1re
civ.,27
m
ai1959,D
.,1959,524,note
René
Savatier;JCP.,1959,II,11187,obs.,PaulEsm
ain
;Cass.2èm
e
civ.,

29423
m
ai1962,Gaz.Pal.,1962,2,210
;Cass.soc.,14
fév.1963,JCP.,1964,II,13611,obs.,PaulEsm
ain
;Cass.1re
civ.,1er
déc.

1969,D
.,1970,422,note
M
arc
Puech
;Cass.1re
civ.,27
janv.1993,Bull.civ.,I,nº42
;etc.

（

）
他
人
の
た
め
の
約
定
法
理
を
用
い
た
契
約
の
拡
張
や
、
無
償
援
助
の
合
意
に
代
表
さ
れ
る
契
約
の
生
成
は
、
こ
れ
ら
の
法
理
が
ど
の

295よ
う
な
場
面
で
問
題
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
極
め
て
不
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、
契
約
を
基
準
と
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
契

約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
領
域
が
明
確
な
形
で
確
定
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
理
論
的
に
見
れ

ば
、
契
約
・
契
約
債
務
の
存
在
が
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
始
動
さ
せ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
は
、
後
に
述
べ
る
日
本
の
判
例
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
も
ち
ろ
ん
、「
債
務
法
及
び
時
効
法
改
正
準
備
草
案
（
A
vant-projetde
réform
e
du
droitdesobligationsetde
la
prescrip-

296tion）」
や
「
民
事
責
任
の
改
正
に
関
す
る
法
案
（
Proposition
de
loiportantréform
e
de
la
responsabilité
civile）」（
及
び
、
そ

の
基
礎
と
な
っ
た
「
民
事
責
任
：
そ
の
必
然
的
な
展
開
（
Responsabilité
civile
:des
evolutions
nécessaires）」
と
題
す
る
報
告
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書
）
に
端
的
な
形
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
立
法
論
や
制
度
設
計
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
を
統
一
な
い
し
接
近
さ

せ
よ
う
と
す
る
議
論
は
存
在
す
る
。
ま
た
、
解
釈
論
の
枠
内
で
も
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

が
同
一
の
性
質
を
有
す
る
制
度
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
出
発
し
て
、
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
そ
れ
自
体
を
、
一
般
論
と
し
て
、
可
能
な
限

り
縮
小
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
も
試
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
な
日
本
の
議
論
と
は
異
な
り
、
こ
う
し
た
一
般
論

と
し
て
の
議
論
を
超
え
て
、
特
定
の
事
案
（
例
え
ば
、
安
全
債
務
違
反
に
関
す
る
ケ
ー
ス
）
に
つ
い
て
の
み
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損

害
賠
償
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
制
度
を
接
近
さ
せ
た
り
、
両
者
を
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
試
み
は
、
な
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
文
で
述
べ
た
流
動
性
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

（

）
こ
こ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
情
熱
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
小
粥
太
郎
「
法
的
カ
テ
ゴ
リ

297の
機
能
」
同
『
民
法
学
の
行
方
』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
八
年
）
八
三
頁
以
下
〔
初
出
・
法
学
六
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）〕
を
参
照
。

（

）
奥
田
・
前
掲
注
（

）
二
五
七
頁
以
下
・
二
六
三
頁
以
下
。
下
森
・
前
掲
注
（

）「
覚
書
」
一
一
頁
以
下
等
。

298

291

291

（

）
藤
岡
康
宏
「
安
全
配
慮
義
務
に
お
け
る
規
範
の
創
造
」
同
『
損
害
賠
償
法
の
構
造
』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
二
年
）
三
一
六
頁
以
下

299〔
初
出
・
民
研
三
一
八
号
（
一
九
八
三
年
）〕
等
。

（

）
こ
う
し
た
主
張
は
、
債
務
不
履
行
と
性
質
決
定
さ
れ
る
安
全
配
慮
義
務
の
存
在
意
義
を
否
定
す
る
議
論
へ
と
繫
が
り
う
る
。
例
え
ば
、

300新
美
育
文
「「
安
全
配
慮
義
務
」
の
存
在
意
義
」
ジ
ュ
リ
八
二
四
号
（
一
九
八
四
年
）
九
九
頁
以
下
、
同
「「
安
全
配
慮
義
務
の
存
在
意

義
」
再
論
」
法
論
六
〇
巻
四
=
五
号
（
一
九
八
八
年
）
五
八
三
頁
以
下
等
。
新
美
の
見
解
は
、
一
般
的
に
、
安
全
配
慮
義
務
（
あ
る
い
は

保
護
義
務
）
の
存
在
を
否
定
す
る
学
説
の
代
表
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
展
開
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
議
論
は
、

本
文
で
述
べ
た
立
場
（
二
つ
の
損
害
賠
償
制
度
の
流
動
化
・
一
元
化
）
に
近
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
美
は
、

安
全
配
慮
義
務
違
反
を
債
務
不
履
行
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
、「
債
務
概
念
の
体
系
化
な
い
し
思
考
の
整
理
と
い
っ
た
点
で
の
実

益
を
超
え
て
、
適
用
規
範
を
異
な
ら
し
め
る
こ
と
な
ど
の
ゆ
え
に
、
現
実
の
紛
争
解
決
に
と
っ
て
一
定
の
実
益
を
有
す
る
と
み
る
こ
と
に

対
し
て
は
、
賛
成
で
き
な
い
」
と
し
た
上
で
、「
安
全
配
慮
義
務
に
つ
い
て
の
規
範
適
用
の
問
題
を
、
換
言
す
れ
ば
、
安
全
配
慮
義
務
の

実
益
な
い
し
存
在
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
安
全
配
慮
義
務
の
性
質
決
定
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
安
全
配
慮
義
務
が
ど
の
よ
う

な
特
性
を
持
つ
法
律
問
題
な
い
し
利
害
対
立
状
況
に
直
面
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
法
律
問
題
な
い
し
利
害
対
立
状
況
に
つ
い
て

最
も
適
応
す
る
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
を
予
定
す
る
規
範
は
ど
れ
か
を
探
求
す
る
こ
と
が
肝
要
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
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て
い
る
（
前
掲
「
再
論
」
五
八
八
頁
）。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
損
害
賠
償
が
同
一
の
性
質
を
持
ち
、
か
つ
、
同
一
の
原
理
に
支
配
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
従
っ
て
、
規
範
の
統
合
な
い
し
調
整
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
た
上
で
、
安
全
配
慮
義
務
の
問
題
に
適
用
さ

れ
る
べ
き
規
範
の
探
求
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、

債
務
不
履
行
と
性
質
決
定
さ
れ
る
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
い
う
構
築
物
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
安
全
配
慮
義
務
違
反

を
債
務
不
履
行
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
新
美
の
見

解
は
、
安
全
を
非
契
約
化
し
、
こ
の
問
題
の
全
て
を
不
法
行
為
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
規
律
し
よ
う
と
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
の
有
力
学
説
と

は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

（

）
請
求
権
競
合
問
題
一
般
を
視
野
に
入
れ
、
い
わ
ゆ
る
全
規
範
統
合
方
式
を
提
唱
し
た
、
四
宮
・
前
掲
注
（

）
論
文
が
、
本
文
で
述

301

268

べ
た
議
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
、
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

）
問
題
と
な
る
場
面
は
異
な
る
が
、
最
判
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
民
集
六
五
巻
三
号
一
四
〇
五
頁
に
付
せ
ら
れ
た
千
葉
裁
判
官
の
補

302足
意
見
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

（

）
下
森
・
前
掲
注
（

）「
覚
書
」
八
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（

）「
再
構
成
」
一
七
九
頁
以
下
等
。

303

291

291

（

）
拙
稿
・
前
掲
注
（

）「
理
論
モ
デ
ル
の
変
遷
」
二
六
四
頁
以
下
。

304

1

（

）
下
森
・
前
掲
注
（

）「
覚
書
」
六
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（

）「
再
構
成
」
一
七
〇
頁
以
下
等
。

305

291

291

（

）
補
充
的
契
約
責
任
の
領
域
に
お
け
る
社
会
的
関
係
や
法
政
策
的
視
点
の
重
要
性
を
強
調
す
れ
ば
す
る
程
、
こ
れ
を
債
務
不
履
行
で
は

306な
く
不
法
行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
さ
せ
る
方
向
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

（

）
潮
見
佳
男
「
債
務
不
履
行
・
契
約
責
任
論
史
│
│
明
治
期
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
」
同
『
債
務
不
履
行
の
救
済
法
理
』（
信
山
社
・

307二
〇
一
〇
年
）
三
九
頁
以
下
〔
初
出
・
水
本
浩
＝
平
井
一
雄
編
『
日
本
民
法
学
史
・
各
論
』（
信
山
社
・
一
九
九
七
年
）
所
収
〕
に
、
簡

素
で
優
れ
た
整
理
が
あ
る
。

（

）
潮
見
佳
男
「
債
務
履
行
過
程
に
お
け
る
完
全
性
利
益
の
保
護
構
造
」
同
『
契
約
規
範
の
構
造
と
展
開
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
一
年
）

308一
四
八
頁
以
下
〔
初
出
・
民
商
一
〇
〇
巻
四
号
（
一
九
八
九
年
）、
五
号
、
一
〇
一
巻
一
号
〕、
潮
見
・
前
掲
注
（

）
一
〇
二
頁
以
下
等
。

4

（

）
こ
う
し
た
視
点
が
、
契
約
で
は
な
く
債
権
を
起
点
と
す
る
議
論
へ
の
問
題
提
起
、
契
約
不
履
行
法
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
言
え
ば
、
契

309約
を
起
点
に
据
え
た
契
約
責
任
の
提
唱
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
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（

）
こ
れ
に
対
し
て
、
帰
責
原
理
の
異
な
る
二
つ
の
契
約
責
任
を
構
想
す
る
立
場
、
例
え
ば
、
保
証
責
任
と
過
失
責
任
と
い
う
二
つ
の
帰

310責
原
理
の
併
存
を
認
め
る
立
場
に
よ
れ
ば
（
潮
見
・
前
掲
注
（

）
二
七
一
頁
等
）、
保
護
義
務
の
問
題
は
後
者
の
領
域
に
属
す
る
こ
と

4

に
な
る
か
ら
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
問
題
は
生
じ
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
契
約
責
任
の
中
に
二
つ
の
異
な
る
帰
責
原

理
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
同
一
の
制
度
に
服
せ
し
め
る
こ
と
は
可
能
か
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
。

（

）
安
全
配
慮
義
務
が
承
認
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
公
務
・
自
衛
隊
関
係
事
故
の
被
害
者
が
、
国
家
（
地
方
）
公
務
員
災
害
補
償
法

311に
基
づ
く
補
償
金
の
他
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
こ
う
し
た
認
識
が
一

般
的
に
獲
得
さ
れ
て
お
り
、
消
滅
時
効
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
指
摘
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ

う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
期
間
制
限
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
期
間
の
長
短
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
起
算
点
、
適
用
制
限
等
を
も
併
せ
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
民
法
七
二
四
条
前
段
に
お
け
る
権
利
行
使
可
能
性
を
基
軸
と
し
た
起
算
点
の
解
釈
と
、
援
用
の
制
限

論
等
の
活
用
に
よ
り
、
従
来
、
安
全
配
慮
義
務
を
債
務
不
履
行
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
の
利
点
と
し
て
強
調
さ
れ
て
き
た
消
滅
時
効
の
問

題
の
大
部
分
に
対
し
て
は
、
不
法
行
為
法
の
下
に
お
い
て
も
、
一
定
の
解
決
を
提
供
し
う
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
期
間
制
限

の
問
題
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
解
釈
の
中
で
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
（
瀬
川
・
前
掲
注
（

）
二
一
九
頁
以
下
）、

290

仮
に
そ
こ
で
の
議
論
に
よ
っ
て
問
題
を
解
消
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
損
害
賠
償
法
に
理
論
的
混
乱
を
も
た
ら
し
て
ま
で
、
安
全
配
慮
義
務

の
債
務
不
履
行
と
い
う
性
質
決
定
に
固
執
す
る
必
要
は
な
い
（
問
題
と
な
る
場
面
は
異
な
る
が
、
最
判
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
民
集
六

五
巻
三
号
一
四
〇
五
頁
の
説
示
を
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
）。

（

）
安
全
配
慮
義
務
を
債
務
不
履
行
と
性
質
決
定
す
る
利
点
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
証
明
責
任
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
最
判
昭
和
五

312六
年
二
月
一
六
日
民
集
三
五
巻
一
号
五
六
頁
以
降
、
こ
れ
を
不
法
行
為
と
構
成
し
て
も
、
証
明
責
任
の
点
で
被
害
者
に
と
っ
て
不
利
に
作

用
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
（
平
井
・
前
掲
注
（

）
五
八
頁
、
内
田
・
前
掲
注
（

）
一
三
四
頁
以

13

138

下
、
淡
路
剛
久
『
債
権
総
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
二
年
）
一
三
三
頁
、
中
田
・
前
掲
注
（

）
一
一
七
頁
等
）。

138

（

）
不
法
行
為
規
範
は
、
特
定
の
者
の
間
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
的
な
射
程
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
規
範
の
具
体

313的
発
現
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
具
体
的
な
義
務
の
内
容
は
一
律
で
は
な
く
、
当
該
事
案
を
取
り
巻
く
諸
状
況
、
こ
こ
で
の
問
題
に

即
し
て
言
え
ば
、
契
約
・
社
会
的
接
触
の
有
無
や
そ
の
性
質
・
目
的
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
他
方
、
安
全
配
慮
義
務
の
局

面
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
生
命
及
び
健
康
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
は
、
当
事
者
意
思
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や
特
定
の
契
約
類
型
等
を
基
礎
と
し
て
自
律
的
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
（
こ
う
し
た
要
請
が
契
約
の
内
容
を
構
成
し
て
い
る
と
き

に
は
、
こ
こ
で
言
う
安
全
配
慮
義
務
で
は
な
く
、
契
約
か
ら
生
じ
た
債
務
で
あ
る
）、
人
間
の
生
命
・
身
体
と
い
う
根
本
的
な
価
値
あ
る

い
は
権
利
に
根
差
し
た
、
生
命
及
び
健
康
等
を
害
さ
な
い
と
の
他
律
的
な
規
範
が
、
契
約
や
社
会
的
接
触
等
の
事
実
的
フ
ァ
ク
タ
ー
を
媒

介
と
し
て
、
通
常
の
ケ
ー
ス
よ
り
も
高
度
化
さ
れ
つ
つ
形
成
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
日
本
法

の
下
で
は
、
契
約
や
社
会
的
接
触
を
考
慮
し
て
課
さ
れ
る
安
全
配
慮
義
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
不
法
行
為
法
の
中
で
受
け
止
め
る
こ
と
は

十
分
に
可
能
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
視
点
は
異
な
る
が
、
新
美
育
文
「
最
判
昭
和
五
九
年
四
月
一
〇
日
・
判
批
」

下
森
定
編
『
安
全
配
慮
義
務
法
理
の
形
成
と
展
開
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
八
年
）
三
五
八
頁
〔
初
出
・
昭
和
五
九
年
度
重
判
（
ジ
ュ

リ
八
三
八
号
）（
一
九
八
五
年
）〕、
同
・
前
掲
注
（

）「
存
在
意
義
」
一
〇
一
頁
、
高
橋
眞
「
安
全
配
慮
義
務
の
性
質
論
に
つ
い
て
」
奥

300

田
昌
道
先
生
還
暦
記
念
『
民
事
法
理
論
の
諸
問
題
下
巻
』（
成
文
堂
・
一
九
九
五
年
）
三
〇
九
頁
以
下
、
潮
見
・
前
掲
注
（

）
一
〇
五

4

頁
等
も
参
照
。

（

）
最
判
平
成
一
七
年
七
月
一
九
日
民
集
五
九
巻
六
号
一
七
八
三
頁
。

314
（

）
も
ち
ろ
ん
、
取
引
履
歴
の
開
示
が
約
款
等
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
特
別
の
契
約
利
益
が
観
念

315さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（

）
潮
見
佳
男
「
最
判
平
成
一
七
年
七
月
一
九
日
・
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
二
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
頁
以
下
、
小
野
秀
誠
「
最
判
平
成

316一
七
年
七
月
一
九
日
・
判
批
」
金
判
一
二
三
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
）
六
八
頁
等
。
ま
た
、
加
藤
雅
之
「
貸
金
業
者
の
取
引
履
歴
開
示
義
務

と
民
事
責
任
│
│
最
高
裁
平
成
一
七
年
七
月
一
九
日
判
決
を
契
機
と
し
て
│
│
」
神
戸
学
院
三
五
巻
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
二
頁
以
下

も
参
照
。

（

）
貸
金
業
者
の
取
引
履
歴
開
示
義
務
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
い
う
よ
り
も
、
か
つ
て
の
み
な
し
弁
済
規

317定
、
制
限
利
率
問
題
等
に
起
因
す
る
消
費
者
信
用
全
体
、
更
に
は
、
ヤ
ミ
金
問
題
を
含
め
た
貸
金
業
規
制
一
般
か
ら
の
要
請
と
い
う
側
面

を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

（

）
こ
れ
は
、
契
約
締
結
前
の
交
渉
破
棄
事
例
や
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
違
反
の
類
型
で
、
社
会
生
活
に
お
け
る
誠
実
の
一
般
的
な

318要
求
が
、
交
渉
の
内
容
や
程
度
、
予
定
さ
れ
て
い
る
契
約
の
中
身
等
を
考
慮
し
て
具
体
化
さ
れ
る
の
と
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

（

）
Cf.Philippe
Stoffel-M
unck,L’abus
dans
le
contrat
;Essaid’une
théorie,th.A
ix-M
arseille,préf.Roger
Bout,

319
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Bibliothèque
de
droitprivé
t.337,LGD
J.,Paris,2000,nºs11
ets.,pp.21
ets.;Philippe
Jacques,Regardssurl’article
1135

du
Code
civil,th.ParisX
II,préf.FrançoisChabas,N
ouvelle
bibliothèque
de
thèses,t.46,D
alloz,Paris,2005,nºs157
ets.,

pp.295
ets.;etc.

（

）
Christophe
Jam
in,Le
renouveau
des
sanctions
contractuelles
:pot‒pourri
introductif,in,Le
renouveau
des

320sanctions
contractuelles,sous
la
direction
de
François
CollartD
utilleuletCédric
Coulon,Econom
ica,Paris,2007,nºs8

ets.,pp.9
ets.;Philippe
Brun,Lesm
otsdu
droitde
la
responsabilité
:Esquisse
d’abécédaire,in,M
élangesen
l’honneur

de
Philippe
Le
T
ourneau,Libre
droit,D
alloz,Paris,2008,pp.126
ets.;etc.そ
う
す
る
と
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
ジ
ャ
マ
ン
自
身
が

明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
が
契
約
上
の
連
帯
主
義
の
旗
手
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
Christophe
Jam
in,Plaidoyer

pour
le
solidarism
e
contractuelle,in,Études
offertes
à
Jacques
Ghestin,Le
contrat
au
début
du
X
X
I
siècle,LGD
J.,

Paris,2001,pp.441
ets.;Id.,Le
procèsdu
solidarism
e
contractuel:brève
réplique,in,Le
solidarism
e
contractuel,sous

ladirection
deLucGrynbaum
etM
arcN
icod,Econom
ica,Paris,2004,pp.161ets.;etc.）、
ジ
ャ
マ
ン
は
、
等
価
物
に
よ
る
履

行
論
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

（

）
例
え
ば
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
ジ
ャ
マ
ン
と
並
び
、
契
約
上
の
連
帯
主
義
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ド
ゥ
ニ
・
マ
ゾ
ー
は
（
多
く
の
論
文
・

321判
例
評
釈
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
D
enisM
azeaud,Loyauté,solidarité,fraternité
:la
nouvelle
devise
contractuelle?,in,

M
élanges
en
hom
m
age
à
François
T
erré,L’avenir
du
droit,D
alloz,PU
F.,Juris-Classeur,Paris,1999,pp.603
ets.;Id.,

Le
nouvelordre
contractuel,RD
C.,2003,pp.295
ets.;etc.）、
契
約
が
存
在
し
な
け
れ
ば
信
義
誠
実
義
務
も
存
在
し
な
い
と
の
判

断
を
示
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
破
毀
院
判
決
（
Cass,3èm
e
civ.,14
sept.2005,D
.,2006,761,note
D
enisM
azeaud
;JCP.,2005,

II,10173,note
Grégoire
Loiseau
;RT
D
civ.,2005,776,obs.,Jacques
M
estre
etBertrand
Fages
;Contra.conc.consom
.,

janv.2006,nº1,10,note
Laurent
Leveneur
;D
r.etpat.,janv.2006,chr.,LaurentA
ynès
etPhilippe
Stoffel-M
unck
;

Petites
affiches,1er
déc.2005,nº239,16,note
Soraya
M
essai-Bahri;D
efrénois,2005,art.38286,912,note
Y
annick

D
agorne-Labbé
;RD
C.,2006,314,obs.,Y
ves-M
arie
Laithier;RD
C.,2006,811,obs.,Geneviève
V
iney）
を
論
じ
た
評
釈
の

中
で
、
以
下
の
よ
う
な
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
契
約
は
、
二
つ
の
規
範
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
方
は
、
倫
理
的

な
合
目
的
性
を
持
ち
、
契
約
上
の
義
務
、
契
約
当
事
者
の
行
態
に
関
わ
る
部
分
で
あ
り
、
他
方
は
、
経
済
的
な
合
目
的
性
を
持
つ
部
分
で
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あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
・
社
会
的
義
務
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
契
約
の
存
在
と
不
可
分
の
関
係

に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
契
約
の
義
務
的
内
容
を
構
成
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
部
分
は
、
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ

る
、
行
態
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
規
範
の
反
映
で
あ
り
、
契
約
領
域
を
超
え
た
普
遍
的
要
請
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
信
義
誠
実
は
債
務
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
道
徳
上
の
義
務
で
あ
り
、
社
会
に
お
け
る
行
為
規
範
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
契
約
的
な
性
格
は
、
そ
れ
自
体
、
信
用
に

足
り
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
（
M
azeaud,supra,nºs7
ets.,pp.763
ets.）。
ド
ゥ
ニ
・
マ
ゾ
ー
の
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
の
見
方
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
の
よ
う
な
理
解
と
彼
の
契
約
構
想
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な

の
で
あ
る
。
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