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一　

問
題
の
所
在

　

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
一
定
の
経
済
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
複
数
の
契
約
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
引
が
多
様
に
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
下
請
負
取
引
、
保
証
取
引
、
転
貸
借
取
引
と
い
っ
た
古
典
的
取
引
か
ら
、
第
三
者
与
信
取
引
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
取
引
、
マ
ン

シ
ョ
ン
分
譲
取
引
と
い
っ
た
現
代
型
の
取
引
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き（
1
）る。
こ
う
し
た
取
引
は
、
経
済
的
実
態
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
同
時

に
、
法
的
に
も
、
単
一
契
約
を
前
提
と
し
た
契
約
法
理
論
に
対
し
て
多
様
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
下
請
負
契
約
等
の
契
約

連
鎖
型
の
取
引
で
は
、
直
接
の
契
約
関
係
に
な
い
注
文
者
と
下
請
人
の
間
に
い
か
な
る
法
的
関
係
を
認
め
る
べ
き
か
が
問
題
に
な
る
の
に

対（
2
）し、
第
三
者
与
信
取
引
等
の
契
約
結
合
型
の
取
引
で
は
、
売
買
契
約
に
生
じ
た
瑕
疵
を
与
信
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う

よ
う
に
、
一
方
契
約
に
生
じ
た
事
由
を
他
の
契
約
へ
対
抗
で
き
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な（
3
）る。

　

こ
う
し
た
複
数
の
契
約
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
引
が
提
起
す
る
問
題
の
う
ち
、
結
合
型
取
引
に
お
い
て
、
一
方
契
約
の
債
務
不
履
行

を
理
由
に
他
の
契
約
も
併
せ
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
最
高
裁
は
「
同
一
当
事
者
間
の
債
権
債
務
関
係
が
そ

の
形
式
は
甲
契
約
及
び
乙
契
約
と
い
っ
た
二
個
以
上
の
契
約
か
ら
成
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
相
互
に
密

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

体
と
し
て
は
達
成
さ
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
甲
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
を
理
由
に
、
そ
の
債
権
者
が
法
定
解
除
権
の
行
使

と
し
て
甲
契
約
と
併
せ
て
乙
契
約
を
も
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
い（
4
）る。

も
っ
と
も
、
独
立
し
た
別

契
約
の
債
務
不
履
行
解
除
を
も
っ
て
他
の
契
約
も
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
契
約
法
理
論
か
ら
い
か
に
正
当
化
す
る
か
、
と
い
う

点
に
つ
き
右
判
決
は
明
確
な
判
示
を
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
学
説
で
は
こ
う
し
た
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
認
め
る
た
め
の
様
々
な
法
律

構
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
複
数
契
約
の
締
結
に
よ
り
当
事
者
が
付
加
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
を
意
図
し
た
こ
と
に
根
拠
を
求
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め
る
見（
5
）解、
取
引
全
体
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
当
事
者
の
共
通
の
目
的
に
根
拠
を
求
め
る
見（
6
）解、
取
引
全
体
を
包
括
的
な
一
つ
の
合
意
と

み
な
す
合
同
行
為
的
契
約
論
に
根
拠
を
求
め
る
見（
7
）解等

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
取
引
の
全
体
的
目
的
を
当
事
者
の
意

思
と
い
う
契
約
の
構
成
要
素
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
一
契
約
を
基
礎
に
構
築
さ
れ
た
契
約
法
理
論
に
、
複
数
契
約
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
る
現
代
型
取
引
を
接
合
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
伝
統
的
な
契
約
法
理
論
自
体
の
再
構
成
を
試
み
る
見
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
理
論
的
基
礎
に
関
す
る
研
究
の
充
実
化
の
一
方
で
、
最
判
平
成
八
年
が
示
す
「〔
複
数
契
約
の
〕
目
的
と
す
る
と
こ

ろ
が
相
互
に
密
接
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
て
、
社
会
通
念
上
、
甲
契
約
又
は
乙
契
約
の
い
ず
れ
か
が
履
行
さ
れ
る
だ
け
で
は
契
約
を
締
結

し
た
目
的
が
全
体
と
し
て
は
達
成
さ
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」（
以
下
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
複
数
契
約
の
「
密
接
関

連
性
」
が
あ
る
と
い
う
）
が
い
か
な
る
点
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
現
状
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
例
え
ば
、
都
筑
教
授
は
、
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
の
根
拠
を
取
引
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
の
意
思
（
契
約
締
結
目
的
）
に

求
め
な
が
ら
、
こ
う
し
た
意
思
は
「
当
事
者
が
こ
れ
を
明
示
し
て
い
な
く
と
も
四
囲
の
状
況
か
ら
推
察
さ
れ（
8
）る」
と
主
張
し
て
い
る
。
さ

ら
に
同
教
授
は
、
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
判
断
枠
組
み
を
検
討
す
る
続
稿
に
お
い
て
、「
両
契
約
が
運
命
を
と
も
に
す
る
と
の
何
ら

か
の
黙
示
の
合
意
を
認
め
う
る
ほ
ど
に
目
的
が
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合
」
に
は
、
意
思
自
治
の
原
則
と
衡
平
の
実
現
の
要
請
の
観
点
か
ら
、

密
接
関
連
性
を
理
由
と
し
た
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
い（
9
）る。
し
か
し
、
こ
の
四
囲
の
状
況
が
何
を
意
味
し
、
黙
示

の
合
意
が
い
か
な
る
点
を
考
慮
し
て
認
定
さ
れ
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
実
際
、
最
判
平
成
八
年
の
法
理
は
、
債

権
法
改
正
の
議
論
の
中
で
こ
れ
を
条
文
化
す
る
案
が
示
さ
れ
た
も
の
の
、
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
と
い
う
要
件
は
曖
昧
で
条
文
化
に
な

じ
ま
な
い
と
い
う
考
え
方
が
部
会
で
示
さ
）
10
（

れ
、
ま
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
も
、
条
文
化
に
好
意
的
な
論
者
か
ら
も
否
定
的
な
論
者
か

ら
も
、
密
接
関
連
性
の
曖
昧
性
を
指
摘
す
る
見
解
が
少
な
か
ら
ず
表
明
さ
れ
た
こ
と
を
受
）
11
（
け
、
明
文
化
は
挫
折
し
た
と
い
う
経
緯
も
あ
る
。

　

以
上
の
状
況
に
鑑
み
て
、
本
稿
は
、
複
数
の
契
約
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
引
が
提
起
す
る
多
様
な
問
題
の
中
で
も
、
最
判
平
成
八
年

が
扱
っ
た
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
に
絞
っ
て
、
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
の
認
定
の
た
め
に
い
か
な
る
事
実
的
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
の
か
、
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そ
し
て
そ
れ
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
そ
の
際
、
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
複
数

契
約
の
密
接
関
連
性
に
関
す
る
判
断
を
下
し
た
判
決
と
こ
れ
に
関
す
る
学
説
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
二
点
に
求
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、
債
権
法
改
正
の
審
議
で
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
に
関
す
る
裁
判
例
は
蓄
積
が
乏
し
い
の

に
比
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
問
題
を
扱
う
判
決
と
そ
れ
に
関
連
す
る
学
説
の
議
論
が
豊
富
に
存
在
し
、
検
討
材
料
に
富
ん
で
い
る
か

ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
を
検
討
対
象
と
す
る
論
考
は
数
多
く
存
在
す
る
）
12
（

が
、
判
例
分
析

に
注
力
す
る
論
考
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
反
面
、
密
接
関
連
性
の
考
慮
要
素
を
考
察
す
る
の
に
は
事
実
に
直
面
し
た
判
決
を
、
そ
れ
を
正

当
化
す
る
理
論
的
根
拠
と
の
関
係
で
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
有
益
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
）
13
（

る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
日
本
法
を
問
題
意

識
の
出
発
点
に
据
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
接
の
検
討
は
別
稿
で
の
課
題
と
し
た
い
。

　

以
上
に
よ
り
本
稿
の
課
題
は
こ
う
設
定
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
基
礎
づ
け
る
密
接
関
連
性
の
認

定
の
た
め
に
考
慮
さ
れ
る
諸
要
素
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
理
由
や
要
素
間
の
関
係
如
何
を
、
密
接
関
連
性
の
理

論
的
根
拠
と
の
関
係
に
留
意
し
て
考
察
す
る
こ
と
。
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
以
下
で
は
、
二　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
複
数
契
約
の
密

接
関
連
性
の
理
論
的
根
拠
を
分
析
し
た
後
に
、
三　

密
接
関
連
性
を
認
定
す
る
た
め
の
考
慮
要
素
に
つ
い
て
、
判
例
を
中
心
と
し
た
検
討

を
行
い
、
四　

最
後
に
残
さ
れ
た
課
題
に
言
及
す
る
と
い
う
形
で
考
察
を
進
め
る
。

二　

複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
の
理
論
的
根
拠

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
は
、
契
約
集
合
（ensem

ble contractuel

）
に
お
け
る
複
数
契
約
の
不
可
分
性
な
い
し

相
互
依
存
性
と
呼
ば
れ
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
多
く
の
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
同
一
集
合
中
の
複
数
契
約
の
う
ち
の
一

方
が
消
滅
し
た
場
面
を
中
心
に
、
他
方
契
約
の
消
滅
の
可
否
及
び
そ
の
根
拠
に
関
し
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
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で
は
、
次
章
で
行
う
考
慮
要
素
の
分
析
の
前
提
と
し
て
、
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
を
中
心
に
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
の
理
論
的
基
礎
の
検

討
を
行
う
。
な
お
、
理
論
的
根
拠
の
検
討
に
先
立
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
役
務
提
供
契
約
と
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
引
が
惹
起
す
る
問
題
を
念
頭
に
議
論
が
な
さ

れ
て
い
る
（
以
下
、
こ
の
取
引
を
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
と
い
う
）。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
広
告
画
像
の
供
給
等
を
内
容
と
す
る
役
務
提
供
契

約
が
締
結
さ
れ
、
他
方
で
こ
う
し
た
役
務
の
提
供
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
機
材
を
目
的
と
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
等
が
、

金
融
機
関
と
役
務
受
領
者
の
間
で
締
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
役
務
提
供
者
の
不
履
行
等
を
理
由
に
役
務
提
供
契
約
が
解
消
さ

れ
た
場
合
に
、
契
約
目
的
を
失
っ
た
リ
ー
ス
契
約
も
連
鎖
的
に
消
滅
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
契
約
の
不
可
分
性
の
法
的
根
拠
の
議
論
の

念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
う
し
た
事
例
を
念
頭
に
、
契
約
の
不
可
分
性
の
法
的
根
拠
の
議
論
を
、
㈠
条
件
概
念
に
依
拠
す
る

見
解
、
㈡
コ
ー
ズ
概
念
に
依
拠
す
る
見
解
、
㈢
当
事
者
の
不
可
分
合
意
に
依
拠
す
る
見
解
の
順
で
検
討
し
た
後
に
、
㈣
本
稿
の
観
点
か
ら

若
干
の
考
察
を
行
う
。㈠

　
条
件
概
念
に
依
拠
す
る
見
解

　

第
一
に
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
条
件
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
九
年
に
成
立
し
、
現
在
消
費
法

典
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
Ｌ
三
一
三
―
三
六
条
第
一
項
は
、
不
動
産
信
用
取
引
に
お
い
て
「
与
信
契
約
の
申
込
み
は
、
常
に
、
そ
の
承
諾

か
ら
四
か
月
の
期
間
内
に
、
与
信
の
対
象
と
な
る
契
約
が
不
成
立
と
な
る
こ
と
を
解
除
条
件
と
し
て
、
締
結
さ
れ
る
」
と
定
め
、
解
除
条

件
と
い
う
観
点
か
ら
、
売
買
契
約
等
の
主
た
る
契
約
と
そ
れ
を
融
資
す
る
与
信
契
約
の
不
可
分
性
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
法
に

触
発
さ
れ
、
学
説
で
は
、
解
除
条
件
が
明
示
的
に
約
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
方
の
契
約
の
存
続
に
影
響
を
与
え
る
事
情
の
到
来
（
例
え
ば
他
方
契
約
の
解
除
）
が
、
右
契
約
の
消
滅
事
由
と
な
る
旨
の
黙
示
の
解
除
条

件
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
）
14
（
る
。
し
か
し
、
条
件
概
念
は
あ
く
ま
で
そ
の
成
就
時
点
で
の
法
律
効
果
を
発
生
さ
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せ
る
点
的
な
概
念
で
あ
る
た
め
、
一
方
契
約
の
消
滅
に
よ
る
他
方
契
約
の
消
滅
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
こ
れ
ら
の
契
約
が
法

的
結
合
関
係
を
線
的
に
有
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
て
お
）
15
（

り
、
こ
の
見
解
は
現
在
で
は
有
力
で
は
な
い
。

㈡　

コ
ー
ズ
概
念
に
依
拠
す
る
見
解

　

そ
こ
で
次
に
仏
民
旧
一
一
三
一
条
に
規
定
さ
れ
た
コ
ー
ズ
概
念
に
依
拠
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
主
張
す

る
）
16
（

。
す
な
わ
ち
、
仏
民
旧
一
一
三
一
条
は
、
適
法
な
コ
ー
ズ
を
債
務
の
有
効
要
件
の
一
つ
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
複
数
の
契
約
が
同

一
の
取
引
を
達
成
す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
方
契
約
に
と
っ
て
他
方
契
約
の
存
在
が
コ
ー
ズ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

一
方
契
約
の
存
在
が
他
方
契
約
の
コ
ー
ズ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
結
合
し
て
い
る
場
合
、
一
方
契
約
が
債
務
不
履
行
等
を
理
由
に

消
滅
し
た
と
き
に
は
、
他
方
契
約
は
コ
ー
ズ
の
不
存
在
を
理
由
に
消
滅
す
る
、
と
。

　

コ
ー
ズ
に
依
拠
す
る
見
解
は
、
学
）
17
（
説
や
判
）
18
（
例
に
よ
っ
て
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
た
も
の
の
、
次
の
二
点
で
な
お
厳
し
く
批
判
さ
れ
て

い
）
19
（

る
。

　

第
一
に
、
通
説
的
コ
ー
ズ
概
念
と
の
乖
離
で
あ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
コ
ー
ズ
は
存
在
評
価
の
場
面
と
適
法
性
評
価
の
場
面
と
い
う
形

で
二
元
的
に
理
解
さ
れ
）
20
（

る
。
ま
ず
存
在
評
価
の
場
面
で
は
、
コ
ー
ズ
は
契
約
か
ら
生
じ
る
債
務
の
最
低
限
の
対
価
を
保
証
す
る
と
い
う
役

割
の
下
、
双
務
契
約
で
あ
れ
ば
反
対
給
付
の
存
在
と
い
う
形
で
、
契
約
類
型
に
応
じ
て
客
観
的
・
抽
象
的
に
評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

際
、
契
約
当
事
者
の
動
機
や
目
的
等
の
主
観
的
事
情
は
、
取
引
安
全
の
観
点
か
ら
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
適
法
性
評
価
の
場

面
で
は
、
社
会
公
序
の
維
持
の
観
点
か
ら
、
契
約
当
事
者
の
内
心
や
動
機
が
コ
ー
ズ
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
記
コ
ー
ズ
説

は
、
存
在
評
価
の
場
面
で
契
約
当
事
者
に
よ
る
債
務
負
担
の
動
機
を
考
慮
す
る
た
め
、
右
の
通
説
的
な
概
念
理
解
と
抵
触
す
る
。
ま
た
こ

の
コ
ー
ズ
説
は
、
コ
ー
ズ
の
存
在
評
価
を
契
約
の
締
結
時
点
か
ら
履
行
時
点
に
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
債
務
の
成
立

要
件
と
解
さ
れ
る
コ
ー
ズ
概
念
（
仏
民
旧
一
一
〇
八
条
）
と
抵
触
す
る
。
第
二
に
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
不
都
合
性
で
あ
る
。
コ
ー
ズ
不
存
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在
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
契
約
の
絶
対
無
効
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
（
仏
民
旧
一
一
三
一
条
）、
複
数
契
約
の
連
鎖
的
な
消
滅
の
態
様
と
し
て
無
効

を
課
す
こ
と
は
、
一
方
契
約
が
消
滅
す
る
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
契
約
に
、
遡
及
的
消
滅
を
課
す
こ
と
に
な
り
妥
当
で
な
い
と
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
コ
ー
ズ
に
依
拠
す
る
見
解
に
は
、
通
説
的
な
概
念
理
解
と
の
乖
離
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
不
都
合
性
か
ら
、
そ
の
妥
当

性
に
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
近
時
で
は
、
破
毀
院
判
決
に
お
い
て
契
約
当
事
者
の
目
的
や
動
機
を
も
含
ん
で
コ
ー
ズ
の
存
在

を
主
観
的
に
と
ら
え
、
そ
の
評
価
時
期
を
契
約
の
履
行
段
階
ま
で
拡
張
す
る
兆
し
が
見
ら
れ
る
こ
）
21
（

と
、
契
約
の
集
合
の
場
面
に
お
け
る
連

鎖
的
消
滅
の
根
拠
と
し
て
コ
ー
ズ
に
言
及
す
る
判
決
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
）
22
（
ら
、
学
説
の
中
で
も
複
数
契
約
の
不
可
分
性
の
根
拠
に
つ
い
て
、

こ
う
し
た
新
た
な
主
観
的
コ
ー
ズ
概
念
に
依
拠
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
）
23
（

る
。
こ
の
見
解
の
主
唱
者
で
あ
る
マ
ゾ
ー
は
、
主
観
的
コ
ー

ズ
概
念
は
当
事
者
の
主
観
的
な
事
情
を
考
慮
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
り
、
曖
昧
で
取
引
の
安
全
を
害
す
る
、
と
い
う
批
判
を
意
識
し
て
か
、

主
観
的
コ
ー
ズ
概
念
は
、
当
事
者
の
契
約
目
的
や
望
ん
だ
契
約
利
益
を
含
む
概
念
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
契
約
の
領
域
に
組
み
込
ま

れ
た
場
合
に
の
み
コ
ー
ズ
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
と
主
張
す
）
24
（
る
。
そ
し
て
、
コ
ー
ズ
概
念
に
は
、
伝
統
的
に
客
観
的
な
対
価
を
保
証
す
る
役

割
が
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
契
約
目
的
や
利
益
が
契
約
の
領
域
へ
組
み
込
ま
れ
る
に
は
、
客
観
的
な
基
準
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
だ

と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
不
可
分
性
の
場
面
で
は
、
複
数
契
約
の
全
体
的
な
対
価
構
造
や
給
付
の
関
連
性
、
締
結
日
や
期
間
の

同
一
性
と
い
っ
た
経
済
的
目
的
の
同
一
性
を
示
す
客
観
的
要
素
を
考
慮
し
て
契
約
目
的
や
動
機
が
主
観
的
コ
ー
ズ
と
し
て
契
約
の
領
域
に

組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
客
観
的
基
準
を
採
用
す
る
限
り
に
お
い
て
、
契
約
一
方
当
事
者
の
主
観
的
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と

の
曖
昧
性
は
排
除
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
）
25
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
主
観
的
コ
ー
ズ
概
念
に
依
拠
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
法
的
安
全
性
の
観
点
か
ら
主
観
的
コ
ー
ズ
概
念
を
承
認

す
る
こ
と
へ
の
疑
問
、
破
毀
院
が
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
根
拠
と
し
て
コ
ー
ズ
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
な
お

強
く
異
論
が
示
さ
れ
て
い
）
26
（

る
。
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㈢　

当
事
者
の
不
可
分
合
意
に
依
拠
す
る
見
解

　

こ
う
し
た
コ
ー
ズ
説
を
批
判
す
る
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
の
が
、
契
約
を
不
可
分
と
す
る
当
事
者
の
合
意
に
依
拠
す
る
見
解
で
あ

る
。
こ
の
見
解
は
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
に
関
し
て
、
債
務
の
不
可
分
性
を
定
め
る
仏
民
旧
一
二
一
七
条
以
下
の
条
文
を
参
照
す
る
破

毀
院
判
決
を
理
論
化
す
る
形
で
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
）
27
（
る
。
ま
ず
、
契
約
は
そ
の
単
位
に
お
い
て
性
質
上
当
然
に
可
分
で
あ
る
た
め
、
複

数
契
約
の
不
可
分
性
は
、
当
事
者
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
契
約
当
事
者

が
複
数
契
約
を
不
可
分
と
す
る
旨
の
条
項
を
設
け
て
い
た
場
合
、
右
条
項
が
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
争
い
が
な
く
、
そ
の
根
拠
は
当
事
者

の
意
思
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
仮
に
当
事
者
が
明
示
の
不
可
分
条
項
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
債
務
の
不
可
分
性
に
お
い

て
当
事
者
の
黙
示
の
合
意
に
よ
る
不
可
分
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
）
28
（

に
、
黙
示
的
に
複
数
の
契
約
を
不
可
分
と
す
る
旨
の
条
項
を
設
け
て
い

た
と
い
え
る
事
情
が
あ
れ
ば
、
当
事
者
の
意
思
を
根
拠
に
契
約
の
不
可
分
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
黙
示
の
不
可
分
合
意
の
認

定
に
お
い
て
は
、
契
約
当
事
者
の
共
通
の
意
図
、
な
い
し
真
の
意
思
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
引
全
体
の
実
現
を
望
む
契
約
当
事
者

が
、
契
約
の
集
合
の
一
部
の
み
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
た
か
、
す
な
わ
ち
、
契
約
当
事
者
が
集
合
に
属
す
る
一

方
の
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
他
方
契
約
に
同
意
し
た
か
が
考
慮
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
当
事
者
の
共
通
の
意
図
の
解

釈
は
、
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
に
属
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
に
、
不
可
分
合
意
の
認
定
に
あ
た
っ
て
当
事
者
の
意
思
解
釈
を
重
視
す
る
見
解
が
存
在
す
る
一
方
で
、
当
事

者
の
真
の
意
思
の
解
釈
と
い
う
作
業
を
通
し
て
裁
判
官
が
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
契
約
の
構
造
に
お
い

て
意
思
の
役
割
を
過
大
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
上
で
、
複
数
契
約
の
追
求
し
た
経
済
的
取
引
目
的
と
い
う
点
か
ら
、
客
観
的

に
不
可
分
性
を
正
当
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
が
あ
）
29
（

る
。
論
者
は
、
い
く
つ
か
の
破
毀
院
判
決
が
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅

を
正
当
化
す
る
場
面
に
お
い
て
「
コ
ー
ズ
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
上
で
、
こ
れ
が
仏
民
旧
一
一
三
一
条
に
規
定
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さ
れ
る
コ
ー
ズ
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
コ
ー
ズ
説
が
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
同
一
の
経
済
的
目
的
の
た

め
に
締
結
さ
れ
た
点
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
う
し
た
経
済
的
な
取
引
目
的
の
同
一
性
を
不
可
分
性
の
客
観
的
な
基
準
と
し
て

重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
客
観
説
に
つ
い
て
は
、
主
観
説
の
論
者
か
ら
、
経
済
的
な
取
引
目
的
も
当
事
者
の
意
思
を
解
釈
す
る
上
で
の
一

要
素
で
あ
り
、
経
済
的
取
引
目
的
の
判
断
も
結
局
は
当
事
者
の
意
思
解
釈
の
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
と
再
反
論
さ
れ
て
い
）
30
（

る
。

従
っ
て
、
主
観
説
に
よ
れ
ば
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
は
当
事
者
の
意
思
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
客
観
的
な
経
済
的
取
引
目

的
も
含
ん
だ
諸
事
情
か
ら
当
事
者
の
意
思
解
釈
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

　

以
上
の
不
可
分
合
意
説
に
対
し
て
は
、
コ
ー
ズ
に
依
拠
す
る
論
者
か
ら
、
そ
の
曖
昧
性
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
当
事
者
の
不
可

分
合
意
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
事
実
審
裁
判
官
が
専
権
に
基
づ
い
て
当
事
者
の
意
思
解
釈
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
法
的
安
定
性
を
害
す
る
ば
か
り
か
、
裁
判
官
の
恣
意
的
解
釈
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
、
危
険
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
）
31
（
る
。

㈣　

若
干
の
検
討

　

以
上
に
見
て
き
た
通
り
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
の
理
論
的
基
礎
に
関
し
て
は
、
条
件
説
、
コ
ー
ズ
説
、
不
可
分
合
意
説
の
三
つ
の
見

解
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
条
件
説
に
対
し
て
は
早
く
か
ら
大
き
な
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
契
約
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
解

釈
し
当
事
者
の
黙
示
の
合
意
を
認
定
す
る
と
い
う
思
考
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
は
不
可
分
合
意
説
が
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
議
論

で
は
、
大
き
く
コ
ー
ズ
説
と
不
可
分
合
意
説
が
対
立
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
対
立
に
つ
き
、
現
在
で
は

不
可
分
合
意
説
が
有
力
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
コ
ー
ズ
説
の
論
者
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
不
可
分
合
意
説
の

主
張
は
曖
昧
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
は
契
約
の
不
可
分
性
が
ど
の
よ
う
に
証
明
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
批
判
で

あ
っ
て
、
当
事
者
の
意
思
を
根
拠
に
複
数
の
契
約
が
不
可
分
と
さ
れ
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
は
展
開
さ
れ
て
い
な
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い
。
そ
し
て
実
際
、
様
々
な
事
実
的
要
素
か
ら
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
解
釈
し
て
不
可
分
性
を
認
定
す
る
と
い
う
不
可
分
合
意
説
の
主

張
は
、
判
例
に
よ
っ
て
承
認
さ
）
32
（

れ
、
学
説
の
多
く
も
こ
れ
を
支
持
す
る
に
至
っ
て
い
）
33
（

る
。
た
だ
し
、
次
章
で
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
こ
こ

で
い
わ
れ
て
い
る
当
事
者
の
意
思
の
内
容
は
、
客
観
説
の
主
張
す
る
経
済
的
取
引
目
的
の
同
一
性
を
も
そ
の
内
容
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
に

よ
り
、
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
意
思
よ
り
も
、
拡
張
的
に
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

　

以
上
に
検
討
を
行
っ
た
コ
ー
ズ
説
と
不
可
分
合
意
説
に
つ
い
て
、
我
が
国
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
主
な
対
立
点
は
、
コ
ー
ズ
に
付
随
す
る

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
や
、
コ
ー
ズ
概
念
の
拡
張
を
ど
の
限
度
で
認
め
る
か
と
い
っ
た
点
が
中
心
で
あ
）
34
（
り
、
両
説
の
対
立
は
一
見
す
る
と

フ
ラ
ン
ス
法
固
有
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
両
見
解
は
、
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
す
る
際
に
、
伝
統

的
に
客
観
的
な
対
価
保
証
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
き
た
コ
ー
ズ
概
念
に
依
拠
し
な
が
ら
、
経
済
的
取
引
目
的
の
同
一
性
と
い
う
客
観
的
側

面
を
基
準
と
す
る
の
か
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
は
当
事
者
の
合
意
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
当
事
者
の
意
思
解
釈
と
い
う
主

観
的
側
面
を
基
準
と
す
る
の
か
と
い
う
点
で
も
対
立
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
対
立
は
、
特
に
不
可
分
合
意
説

に
お
い
て
、
客
観
的
要
素
も
含
め
て
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
解
釈
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
程
度
緩
和
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
対
立
は
、
次
章
で
検
討
す
る
複
数
契
約
の
不
可
分
性
の
考
慮
要
素
間
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、

と
い
う
点
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

複
数
契
約
の
不
可
分
性
認
定
の
た
め
の
考
慮
要
素

　

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
、
㈠
契
約
の
不
可
分
性
に
つ
い
て
判
断
し
た
判
決
を
紹
介
し
た
上
で
、
㈡
事
実
的
要
素
に
着
目
し

て
判
決
を
分
析
し
、
学
説
の
議
論
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
破
毀
院
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
不
可
分
性
を

理
由
に
す
る
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
扱
う
判
決
が
数
多
く
存
在
す
る
た
め
、
そ
の
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
関
係
で
困
難
で
あ
る
。
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そ
こ
で
以
下
で
は
、
破
毀
院
の
動
向
を
理
解
す
る
の
に
適
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
時
の
重
要
判
決
と
目
さ
れ
る
破
毀
院
混
合
部
二
〇

一
三
年
五
月
一
七
日
判
）
35
（

決
以
前
の
判
決
の
中
で
、
学
説
で
反
響
を
得
て
い
る
も
の
を
特
に
検
討
の
対
象
と
し
た
）
36
（

い
。

㈠　

判
決
の
紹
介

　

本
節
で
は
、
契
約
の
不
可
分
性
に
関
す
る
判
決
を
取
引
類
型
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
紹
介
に
先
立
ち
、
予
め
判
決
の
概
略
を
示
し
て
お

こ
う
。
ま
ず
、
１
で
紹
介
す
る
判
決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
関
す
る
判
決
で
あ
る
。
契
約
の
不
可
分
性
に
関
す
る
判
決
の
多
く

は
同
取
引
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
取
引
が
提
起
す
る
法
的
問
題
は
社
会
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
て
い
る
た
）
37
（
め
、
以
下
で
特

に
類
型
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
２
で
紹
介
す
る
判
決
は
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
取
引
内
容
が
異
な
る
紛
争
を
扱
っ
た

判
決
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
類
型
的
に
取
引
目
的
を
把
握
で
き
な
い
中
で
、
ど
の
よ
う
に
不
可
分
性
が
認
定

さ
れ
て
い
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。

1　

役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
関
す
る
判
決

　

①
破
毀
院
商
事
部
一
九
九
五
年
四
月
四
日
判
決　

D. 1995, Som
m
. p. 231, obs. L. Aynès.

〔
事
実
〕　

Ｙ
は
自
ら
の
店
舗
に
お
い
て
広
告
情
報
の
配
信
を
行
う
た
め
、
Ａ
と
の
間
で
、
Ｂ
の
デ
ー
タ
通
信
網
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
Ａ

が
Ｙ
に
対
し
て
付
与
す
る
旨
の
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
ア
ク
セ
ス
に
必
要
な
機
材
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
、
Ｘ
と
の
賃
貸
借
契

約
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
Ａ
及
び
Ｂ
が
倒
産
し
、
広
告
情
報
の
配
信
が
中
断
さ
れ
た
た
め
、
Ｙ
は
Ａ
と
の
間
の
役
務
提
供
契

約
の
解
約
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
賃
貸
借
契
約
も
消
滅
す
る
と
し
て
Ｘ
に
対
す
る
リ
ー
ス
料
の
支
払
い

を
停
止
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
リ
ー
ス
料
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
、
Ｙ
に
賃
貸
さ
れ
た
本
件
機
材
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
、
本
質
的
な
変
更
を
加
え
な
い
限
り
、
Ａ
の
ネ
ッ
ト
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ワ
ー
ク
上
の
情
報
通
信
以
外
の
用
途
に
適
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
Ｘ
は
本
件
機
材
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
右
特
殊
性
を
知
っ
て
い

た
こ
と
、
Ｘ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
実
行
及
び
そ
の
融
資
を
目
的
と
す
る
複
合
的
な
全
体
的
取
引
の
成
立
に
関
与
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｘ
の
各
当
事
者
と
Ｙ
が
締
結
し
た
諸
契
約
の
間
の
不
可
分
性
を
結
論
づ
け
た
の
で
あ

り
、
…
…
正
当
に
判
断
を
下
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

②
破
毀
院
商
事
部
一
九
九
七
年
一
二
月
一
六
日
判
決　

D. aff., 1998, p. 290.

〔
事
実
〕　

Ｙ
は
、
Ａ
と
広
告
画
像
の
供
給
に
関
す
る
ク
ラ
ブ
加
入
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
Ｘ
と
右
画
像
供
給
に
必
要
な
機

材
を
目
的
と
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
後
、
Ａ
が
画
像
の
供
給
を
中
断
し
た
た
め
、
Ｙ
は
Ｘ
に
対
す
る

リ
ー
ス
料
の
支
払
い
を
停
止
し
た
。
そ
の
た
め
Ｘ
は
Ｙ
と
の
リ
ー
ス
契
約
の
解
約
及
び
未
払
い
リ
ー
ス
料
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提

起
し
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
、
Ａ
が
画
像
供
給
サ
ー
ビ
ス
へ
の
加
入
を
提
案
し
、
デ
ー
タ
通
信
機
材
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
Ｘ
と
の

リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
い
て
通
信
機
材
等
に
関
す
る
融
資
を
準
備
す
る
た
め
に
、
Ｘ
の
公
式
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
融
資
に
関
す
る
詳
細
な
資

料
を
用
い
て
、
Ｙ
に
対
す
る
唯
一
の
交
渉
人
と
し
て
行
動
し
た
こ
と
、
Ａ
の
画
像
供
給
の
給
付
の
実
現
に
必
要
な
機
材
は
、
Ｘ
と
の
間
で

締
結
さ
れ
た
リ
ー
ス
契
約
に
よ
っ
て
し
か
提
供
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
加
入
契
約
と
リ
ー
ス
契
約
が
相
互
依

存
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
Ｙ
が
正
当
に
信
頼
し
得
た
と
結
論
づ
け
た
。
…
…
以
上
に
よ
れ
ば
、
控
訴
院
判
決
は
正
当
に
判
断
を

下
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

③
破
毀
院
商
事
部
一
九
九
九
年
六
月
一
五
日
判
決　

JCP 2000. I. 215, obs. A. Constantin.

〔
事
実
〕　

Ｙ
は
Ａ
の
間
で
、
Ａ
が
Ｙ
の
店
舗
で
広
告
情
報
を
配
信
す
る
旨
の
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
し
て
Ｙ
は
、
こ
の
広
告
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配
信
を
受
け
る
の
に
必
要
な
機
材
を
目
的
と
す
る
同
期
間
の
賃
貸
借
契
約
を
Ｘ
と
締
結
し
た
。
そ
の
後
、
Ａ
が
倒
産
し
、
広
告
配
信
を
受

け
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
Ｙ
は
Ｘ
に
対
す
る
賃
料
の
支
払
い
を
中
断
し
た
。
そ
こ
で
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
賃
料
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え

を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
は
次
の
点
を
考
慮
し
て
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
両
契
約
は
、
同
時
に
締
結
さ
れ
同
期
間
を
対
象

と
し
て
い
た
こ
と
、
Ａ
が
Ｙ
に
支
払
う
広
告
料
は
Ｙ
が
Ｘ
に
支
払
う
賃
料
を
透
写
し
た
も
の
で
あ
り
…
…
こ
れ
ら
の
契
約
は
取
引
全
体
と

し
て
Ｙ
の
負
担
に
な
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
締
結
さ
れ
た
こ
と
、
Ａ
は
賃
貸
借
契
約
に
も
署
名
し
て
お
り
、
右
契
約
の
勧
誘
者
で
あ
っ

た
と
同
時
に
、
機
材
の
売
主
、
さ
ら
に
役
務
提
供
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
〔
取
引
構
造
〕
に
つ
い
て
Ｘ
が
知
ら
な
か
っ
た

と
は
い
え
な
い
こ
と
、
賃
貸
さ
れ
た
機
材
は
本
質
的
な
変
更
の
な
い
限
り
Ａ
の
提
供
す
る
広
告
の
配
信
を
受
け
る
以
外
の
用
途
に
適
さ
な

い
も
の
で
あ
…
…
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
。
…
…
以
上
の
よ
う
に
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
し
た
控
訴
院
判
決
は
正
当
な
も
の
で

あ
る
。

　

④
破
毀
院
商
事
部
一
九
九
九
年
一
一
月
一
六
日
判
決　

n
o 97 -14084.

〔
事
実
〕　

Ｘ
は
Ａ
と
と
も
に
、
自
ら
の
店
舗
内
に
お
い
て
広
告
の
配
信
を
受
け
る
た
め
に
、
Ａ
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
ア
ク
セ
ス
す

る
旨
の
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
た
。
ま
た
、
Ａ
の
代
理
人
の
提
案
に
よ
っ
て
、
Ｘ
は
こ
の
ア
ク
セ
ス
に
必
要
な
機
器
を
目
的
と
す
る
賃

貸
借
契
約
を
Ｙ
と
の
間
で
締
結
し
た
。
な
お
、
本
件
役
務
提
供
契
約
と
賃
貸
借
契
約
は
期
間
が
同
一
（
四
年
間
）
で
あ
り
、
Ｙ
に
対
し
て

支
払
わ
れ
る
リ
ー
ス
料
は
Ａ
が
Ｘ
に
対
し
て
支
払
う
広
告
料
と
同
額
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
Ａ
が
裁
判
上
の
清
算
手
続
に
入
り
、
Ｘ
に
対
す

る
債
務
の
履
行
を
中
断
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
役
務
提
供
契
約
を
解
約
し
た
上
で
、
こ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
賃
貸
借
契
約
も
解
約

す
る
た
め
、
Ｙ
に
訴
訟
を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
、
役
務
提
供
契
約
と
賃
貸
借
契
約
は
可
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
が
、
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賃
貸
借
契
約
と
役
務
提
供
契
約
の
締
結
と
履
行
の
日
時
の
近
似
性
、
Ｘ
の
リ
ー
ス
料
支
払
い
日
と
Ａ
の
支
払
う
広
告
料
の
支
払
い
日
の
近

似
性
、
本
件
の
複
数
契
約
の
交
渉
の
際
に
Ａ
の
代
理
人
の
仲
介
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
Ａ
Ｙ
間
の
事
前
の
協
力
体
制
の
存
在
、
あ
る
い
は
少

な
く
と
も
、
本
件
取
引
の
合
目
的
性
や
様
式
に
つ
い
て
Ｙ
が
当
然
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
、
さ
ら

に
、
Ｘ
に
約
束
さ
れ
た
給
付
を
考
慮
し
て
、
融
資
が
同
意
さ
れ
た
の
か
否
か
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
以
上
を
考
慮
す
る
と
、
機
材
が
他
の

用
途
に
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
〔
不
可
分
性
を
否
定
し
た
控
訴
院
判
決
は
〕
法
的
根
拠
を
欠
く
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

⑤
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
八
年
一
月
一
五
日
判
決　

n
o 06 -15614.

〔
事
実
〕　

Ｘ
は
Ｙ
と
と
も
に
、
Ａ
の
提
供
す
る
電
子
バ
ナ
ー
を
目
的
と
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
契
約

で
は
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
月
額
一
七
五
〇
フ
ラ
ン
の
リ
ー
ス
料
を
支
払
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
Ｘ
は
Ａ
と
と
も
に
広
告
ス

ペ
ー
ス
の
購
入
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
契
約
で
は
、
Ａ
の
提
供
す
る
フ
ロ
ッ
ピ
ー
に
よ
っ
て
広
告
ス
ペ
ー
ス
が
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
対

し
て
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
更
新
の
度
に
Ａ
か
ら
Ｘ
に
対
し
て
一
六
〇
〇
フ
ラ
ン
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、

Ａ
が
裁
判
上
の
清
算
手
続
に
入
っ
た
た
め
、
Ｘ
は
広
告
ス
ペ
ー
ス
契
約
を
解
除
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
リ
ー
ス

契
約
の
消
滅
の
確
認
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
、
Ｘ
か
ら
Ａ
に
送
ら
れ
た
〔
電
子
バ
ナ
ー
の
〕
注
文
書
は
、
品
目
の
説
明
に
加
え
て
、
月
額
リ
ー
ス
料
一
七
五

〇
フ
ラ
ン
の
リ
ー
ス
契
約
と
、
月
額
一
六
〇
〇
フ
ラ
ン
の
広
告
料
を
Ａ
が
Ｘ
に
支
払
う
広
告
契
約
へ
参
入
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
た
こ

と
、
リ
ー
ス
契
約
と
広
告
ス
ペ
ー
ス
契
約
は
、
リ
ー
ス
契
約
の
供
給
者
で
あ
る
Ａ
の
担
当
者
が
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

Ａ
Ｙ
間
の
事
前
の
協
力
体
制
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
、
そ
し
て
両
契
約
が
数
日
間
隔
で
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
認
定
し
た
上

で
、
…
…
専
権
に
基
づ
い
て
、
両
契
約
を
不
可
分
と
す
る
当
事
者
の
共
通
の
意
図
に
言
及
し
た
と
い
え
る
。
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⑥
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
八
年
三
月
一
三
日
判
決　

RD
C 2008, p. 841, note J.-B. Seube.

〔
事
実
〕　

Ｙ
は
電
信
機
器
を
Ｘ
か
ら
借
り
受
け
る
旨
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
。
同
日
、
Ｙ
は
Ａ
と
の
間
で
、
右
機
器
の
設
置
管
理

を
内
容
と
す
る
電
信
加
入
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
後
、
電
信
加
入
契
約
上
の
Ａ
の
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
た
め
、
Ｙ
は
Ｘ
に
対
す
る

リ
ー
ス
料
の
支
払
い
を
中
断
し
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
賃
貸
借
契
約
を
解
約
し
た
上
で
、
未
払
い
リ
ー
ス
料
の
支
払
い
を
求
め
て
Ｙ
に
訴
え

を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕　

本
件
電
信
加
入
契
約
中
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
と
の
間
の
賃
貸
借
契
約
の
範
囲
内
で
Ｙ
は
機
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
、
電
信
加
入
契
約
で
支
払
わ
れ
る
べ
き
報
酬
に
は
Ｘ
に
支
払
わ
れ
る
賃
料
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
全
体
を
Ａ
が
領
収
し
た
上
で
Ａ

が
Ｘ
に
対
し
て
賃
料
相
当
額
を
支
払
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
電
信
加
入
契
約
上
の
Ａ
の
債
務
の
履
行
が
な
け
れ
ば
、
Ｙ
に

と
っ
て
、
賃
貸
借
契
約
は
何
ら
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
不
可
分
性
を
考
慮
し
な

か
っ
た
控
訴
院
判
決
は
法
的
根
拠
を
欠
い
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

⑦
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
九
年
三
月
三
日
判
決　

n
o 08 -12884.

〔
事
実
〕　

Ｙ
は
Ａ
と
の
間
で
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
日
に
コ
ピ
ー
機
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
し
た
。
同
年
一
二
月
一
三

日
、
Ｙ
は
Ｘ
と
右
コ
ピ
ー
機
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
内
容
と
す
る
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｘ
Ｙ
間
の
役
務
提
供
契
約
の
期
間
は
五
年

と
さ
れ
、
契
約
の
黙
示
の
継
続
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
リ
ー
ス
契
約
中
に
規
定
さ
れ
た
様
式
に
基
づ
き
、
コ

ピ
ー
機
が
Ａ
に
返
還
さ
れ
、
右
契
約
は
解
約
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｙ
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
料
の
支
払
い
を
中
断
し
た
が
、
Ｘ
は
役
務
提
供

契
約
中
の
約
定
の
期
間
で
の
解
約
が
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ｙ
に
対
し
て
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
料
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
、
本
件
の
二
つ
の
契
約
で
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
契
約
に
関
す
る
解
約
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
、
二
つ
の
契
約
が
同
じ
機
器
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
せ
ず
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
契
約
の
当
事
者
が
、
右
契
約
を
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フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
と
不
可
分
な
い
し
依
存
す
る
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。
以
上
の
結
論
は
、
当
事
者

の
共
通
の
意
図
に
つ
い
て
控
訴
院
が
専
権
に
基
づ
い
て
行
っ
た
権
限
の
行
使
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

⑧
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
一
二
年
六
月
一
二
日
判
決　

n
o 11 -15365.

〔
事
実
〕　

Ｘ
は
Ａ
と
の
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
三
つ
の
申
込
み
を
承
諾
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
必
要
な
機

器
を
調
達
す
る
た
め
に
Ｙ
と
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
（
な
お
、
右
機
器
は
Ｂ
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
）。
そ
の
後
、
合
意
さ
れ
た
役
務
が
履

行
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
Ｘ
は
Ａ
と
の
役
務
提
供
契
約
及
び
Ｙ
と
の
賃
貸
借
契
約
の
解
約
を
請
求
し
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
、
Ａ
が
取
引
の
提
案
に
お
い
て
、〔
役
務
提
供
〕
契
約
は
融
資
者
の
承
諾
の
留
保
の
下
に
お
い
て
の
み
存
在
す

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
、
Ａ
が
Ｘ
に
賃
貸
借
契
約
を
締
結
さ
せ
た
こ
と
、
本
件
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
賃
料
の
中
に
Ａ
の
役
務
に

関
す
る
代
金
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
認
定
し
、
Ａ
Ｙ
間
に
事
前
の
協
力
体
制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
本
機
器
は
役

務
提
供
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
両
契
約
が
同
一
の
期
間
を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
し
て
、
正
当

に
〔
両
契
約
に
は
不
可
分
性
が
あ
る
と
〕
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

2　

役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
以
外
の
取
引
に
関
す
る
判
決

　

⑨
破
毀
院
第
三
民
事
部
二
〇
〇
三
年
三
月
五
日
判
決　

n
o 01 -11408.

〔
事
実
〕　

Ｘ
は
Ｙ
か
ら
土
地
を
賃
借
す
る
契
約
を
締
結
し
、
同
日
Ｙ
が
Ｘ
に
鉄
道
網
接
続
の
承
認
を
行
う
旨
の
合
意
が
締
結
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
合
意
の
期
間
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
が
接
続
承
認
の
破
棄
通
告
を
行
っ
た
た
め
、
Ｘ
は
右
合
意
と
不
可
分
で
あ
る
賃

貸
借
契
約
の
解
約
を
求
め
て
Ｙ
を
訴
え
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
、
適
法
な
二
つ
の
合
意
が
同
日
に
締
結
さ
れ
た
こ
と
、
賃
貸
借
契
約
は
鉄
道
網
の
接
続
承
認
の
合
意
の
存
在
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と
結
び
つ
い
て
の
み
機
能
し
う
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
鉄
道
網
承
認
の
活
用
可
能
性
が
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
当
事
者
の
意
思
を
決
定

づ
け
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
合
意
が
二
四
年
間
更
新
さ
れ
続
け
た
事
実
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
合
意
が
不
可
分
と
み
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
承
認
に
関
す
る
合
意
は
賃
貸
借
契
約
を
参
照
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
合
意
の
費
用
が
ま
と
ま
っ
て
支
払
わ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
合
意
が
、
期
間
、
制
度
そ
し
て
特
定
の
条
項
に
関
し
て
相
違
を
見
せ
て
い
た
と
し
て
も
、
不
可
分
の
集

合
を
構
成
し
て
い
る
と
…
…
判
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

⑩
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
六
年
四
月
四
日
判
決　

D. 2006, p. 2656, note R. Boffa.

〔
事
実
〕　

Ｘ
は
一
九
八
四
年
か
ら
、
繰
り
返
し
の
更
新
が
予
定
さ
れ
た
二
つ
の
契
約
、
す
な
わ
ち
、
Ａ
病
院
の
ボ
イ
ラ
ー
室
の
利
用
の

た
め
の
契
約
と
、
右
ボ
イ
ラ
ー
室
を
活
用
す
る
た
め
に
Ｙ
か
ら
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
た
。
一
九
八
九
年
か
ら
、
Ｘ

は
Ａ
と
の
間
で
、
契
約
解
約
の
選
択
権
も
含
ん
だ
五
年
の
継
続
期
間
と
い
う
内
容
で
利
用
契
約
を
更
新
し
、
他
方
で
一
九
九
一
年
か
ら
、

Ｙ
と
の
間
で
、
三
年
間
を
対
象
に
ガ
ス
供
給
契
約
を
更
新
し
た
。
そ
の
後
、
Ａ
は
燃
料
と
し
て
都
市
暖
房
を
利
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
、

Ｘ
に
対
し
て
ボ
イ
ラ
ー
室
利
用
契
約
を
同
年
一
〇
月
以
降
解
消
す
る
旨
通
知
し
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
Ａ
か
ら
の
通
知
の
同

日
に
、
ボ
イ
ラ
ー
室
利
用
契
約
と
ガ
ス
供
給
契
約
の
不
可
分
性
を
理
由
に
、
ガ
ス
供
給
契
約
の
解
約
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
は
、

ガ
ス
供
給
契
約
は
約
定
の
期
限
ま
で
維
持
さ
れ
る
旨
の
当
初
の
合
意
の
存
在
等
を
理
由
に
、
燃
料
使
用
相
当
の
金
銭
の
支
払
い
を
求
め
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
以
下
の
点
を
考
慮
し
て
Ｙ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
Ｙ
間
の
契
約
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
条

項
も
特
別
な
条
項
も
、
Ａ
が
利
用
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
た
燃
料
の
供
給
に
関
し
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ボ
イ
ラ
ー
室
の
利

用
の
実
現
は
、
Ｙ
が
独
占
す
る
燃
料
の
供
給
契
約
の
唯
一
の
コ
ー
ズ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
Ａ
Ｘ
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
と
Ｘ
Ｙ
間
で
締

結
さ
れ
た
二
つ
の
契
約
は
、
Ｘ
の
契
約
相
手
方
に
固
有
の
経
済
的
か
つ
法
的
な
資
格
及
び
支
配
力
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
期
間
が

設
定
さ
れ
た
上
で
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
選
択
が
で
き
な
い
中
で
相
互
に
関
連
し
つ
つ
同
一
の
経
済
的
取
引
を
達
成
さ
せ
る
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も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
。
以
上
の
点
を
考
慮
し
、
控
訴
院
判
決
は
本
件
に
お
け
る
二
つ
の
契
約
は
不
可
分
の
契
約
の
集
合
を
構

成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
…
…
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
控
訴
院
判
決
は
法
律
上
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

⑪
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
七
年
二
月
一
三
日
判
決　

D. 2007, p. 654, obs. X. D
elpech.

〔
事
実
〕　

Ｙ
は
自
ら
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
生
産
販
売
管
理
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
Ａ
の
助
言
に
よ
っ
て
、
Ｂ
の
提
供
す
る
α
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
活
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
一
九
九
八
年
五
月
二
九
日
、
Ｙ
は
Ｂ
と
の
間
で
、

α
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
契
約
、
技
術
教
育
契
約
を
締
結
し
た
。
さ
ら
に
一
九
九
八
年
七
月
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｙ
の
三
者
に

よ
っ
て
、
Ｂ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
利
用
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
α
が
Ｙ
に
引
き
渡
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
Ｙ
は
本
件
各

契
約
に
お
け
る
Ｂ
に
対
す
る
金
銭
の
支
払
い
を
中
断
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
の
Ｙ
に
対
す
る
金
銭
債
権
を
譲
り
受
け
た
Ｘ
が
そ
の
支

払
い
を
求
め
て
Ｙ
を
提
訴
し
た
。

〔
判
旨
〕　

控
訴
院
判
決
は
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
契
約
及
び
技
術
教
育
契
約
の
内
容
は
ラ
イ
セ
ン
ス
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
利
用
契
約
が
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
、
Ｙ
に
と
っ
て
ラ
イ
セ
ン
ス
取
得
は
何
ら
存
在
理
由
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

認
定
し
た
上
で
、
以
上
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
の
四
つ
の
契
約
は
同
一
の
目
的
を
追
求
し
て
お
り
、
各
々
は
独
立
し
て
存
在
し
た
の

で
は
何
ら
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
契
約
は
相
互
依
存
的
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。
他
方
で
、
控
訴
院
判
決
は
、

自
ら
四
つ
の
関
連
契
約
を
締
結
し
た
以
上
、
Ｂ
が
こ
の
状
況
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
判
断
し
て
Ｘ
の

請
求
を
棄
却
し
た
控
訴
院
判
決
は
…
…
正
当
で
あ
る
。

　

⑫
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
一
年
二
月
一
五
日
判
決　

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

〔
事
実
〕　

二
〇
〇
一
年
五
月
二
三
日
に
Ａ
は
 X1
と
の
間
で
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
締
結
し
た
。
二
〇
〇
一
年
一
一
月
三
〇
日
に
銀
行
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Ｙ
は
 X1
が
自
己
の
名
に
お
い
て
経
営
を
行
う
 X2
と
の
間
で
約
一
五
万
ユ
ー
ロ
の
融
資
契
約
を
締
結
し
、
 X1
が
こ
の
う
ち
の
約
七
万
五
千

ユ
ー
ロ
に
つ
い
て
保
証
人
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
契
約
は
、
 X1
の
締
結
し
た
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
融
資
す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
無
効
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
Ｘ
ら
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
と
保
証
契
約
及
び
融

資
契
約
の
不
可
分
性
を
主
張
し
た
上
で
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
無
効
に
よ
っ
て
、
保
証
契
約
と
融
資
契
約
は
無
効
と
な
る
旨
の
確
認

を
求
め
て
Ｙ
に
訴
え
を
提
起
し
た
。

〔
判
旨
〕　

Ｘ
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
控
訴
院
判
決
は
次
の
点
を
考
慮
し
た
。
す
な
わ
ち
…
…
複
数
の
契
約
が
同
一
の
経
済
的
取
引
に
関

わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
性
質
づ
け
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
本
件
で
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契

約
と
融
資
契
約
は
同
一
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
、
融
資
契
約
中
に
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
関
す
る
言
及
が
な
か
っ
た

こ
と
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
お
い
て
も
融
資
契
約
の
請
求
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
金
銭
の
取
得
が
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ

契
約
の
停
止
条
件
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
、
各
々
の
契
約
が
独
立
で
履
行
で
き
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な

確
認
を
行
っ
た
上
で
、
控
訴
院
判
決
は
正
当
な
判
断
を
下
し
た
と
い
え
る
。

㈡　

考
慮
要
素
の
検
討

　

以
下
で
は
こ
う
し
た
判
決
を
素
材
に
、
１　

不
可
分
性
判
断
の
考
慮
要
素
を
整
理
し
、
２　

そ
れ
ら
の
要
素
の
関
係
を
い
か
に
解
す
る

べ
き
か
を
、
学
説
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
最
後
に
、
３　

明
示
の
契
約
可
分
条
項
と
不
可
分
性
の
関
係
に
つ
い
て
判
断

し
た
判
決
に
関
す
る
議
論
を
検
討
し
て
、
不
可
分
性
判
断
の
考
慮
要
素
に
つ
い
て
の
学
説
の
見
解
と
破
毀
院
の
立
場
の
関
係
を
考
察
す
る
。

1　

破
毀
院
判
決
に
お
け
る
不
可
分
性
判
断
の
考
慮
要
素

　

破
毀
院
判
決
に
お
け
る
不
可
分
性
判
断
の
た
め
の
考
慮
要
素
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
に
、
一
方
の
契
約
中
の
他
方
契
約
に
言
及
す
る
条
項
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
を
扱
っ
た
判

決
の
中
で
は
、
役
務
提
供
契
約
に
お
け
る
リ
ー
ス
料
の
支
払
方
法
や
支
払
い
日
を
規
定
す
る
条
項
の
指
摘
（
④
⑤
⑥
⑧
）、
賃
貸
目
的
物

の
利
用
方
法
に
つ
い
て
の
役
務
提
供
契
約
中
の
定
め
に
つ
い
て
の
指
摘
（
⑥
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
取
引
類
型
に
お

い
て
も
、
⑨
は
、
鉄
道
網
の
許
可
に
関
す
る
合
意
の
中
で
の
賃
貸
借
契
約
へ
の
言
及
を
指
摘
し
た
上
で
、
両
者
の
不
可
分
性
を
認
め
て
い

る
。
さ
ら
に
、
⑩
も
ボ
イ
ラ
ー
室
管
理
契
約
中
の
条
項
が
、
燃
料
の
供
給
に
つ
い
て
約
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
管
理
契
約
上
の

ガ
ス
供
給
契
約
に
関
す
る
条
項
の
存
在
を
考
慮
し
て
両
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
し
て
い
る
。
他
方
で
、
こ
う
し
た
他
方
契
約
に
言
及
す

る
条
項
の
不
存
在
を
指
摘
し
て
不
可
分
性
を
否
定
す
る
判
決
も
あ
る
。
例
え
ば
、
⑫
は
、
融
資
契
約
中
に
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
言
及

が
な
か
っ
た
こ
と
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
中
で
融
資
契
約
の
申
込
み
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
金
銭
の
取
得
が
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ

ズ
契
約
の
停
止
条
件
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
両
契
約
の
不
可
分
性
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
条
項
の
存
在
と
い
う
点

で
、
⑦
は
、
複
数
の
契
約
の
各
々
に
解
除
条
件
条
項
が
存
在
し
た
こ
と
を
考
慮
し
て
不
可
分
性
を
否
定
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
複
数
契
約
の
勧
誘
、
締
結
、
履
行
時
に
お
け
る
当
事
者
の
態
様
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
複
数
契
約
の
勧
誘
を
行
っ
た
人

物
の
同
一
性
（
①
②
③
④
⑤
⑧
）、
一
方
契
約
の
勧
誘
の
際
に
他
契
約
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
資
料
を
用
い
た
こ
と
（
②
）、
両
契
約
に
か
か

る
金
銭
の
支
払
い
を
同
一
人
物
が
一
括
し
て
受
領
し
て
い
た
こ
と
（
⑥
⑧
）
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
要
素
は
、
特
に
役
務
提
供
・
リ
ー

ス
取
引
に
お
い
て
、
役
務
提
供
者
と
金
融
機
関
の
協
力
関
係
を
推
認
さ
せ
、
複
数
の
契
約
が
同
一
の
取
引
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
締
結

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
）
38
（

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
、
⑨
は
、
契
約
当
事
者
が
複
数
の
合
意
を

長
年
更
新
し
続
け
て
き
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
三
に
、
複
数
契
約
の
全
体
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
契
約
の
対
価
の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
要
素
を
指
摘
で
き

る
。
例
え
ば
③
は
、
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
Ｙ
が
支
払
う
リ
ー
ス
料
は
、
Ｙ
に
支
払
わ
れ
る
広
告
料
と
同
額
で
あ
り
、
Ｙ
が
実
質
的
に
無

料
で
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
契
約
の
対
価
計
算
で
は
な
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く
、
複
数
の
契
約
に
お
け
る
対
価
を
全
体
的
に
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
り
取
引
全
体
の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
。
ま

た
、
明
示
的
に
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
リ
ー
ス
料
の
支
払
方
法
や
支
払
日
に
つ
い
て
規
定
す
る
条
項
の
存
在
を
指
摘
す

る
も
の
は
（
④
⑤
⑥
⑧
⑨
）、
複
数
契
約
の
全
体
を
通
し
て
対
価
の
計
算
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
給
付
の
関
連
性
を
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
で
は
、
そ
の
本
質
に
変
更
を
加
え
な
い
限
り
、
リ
ー

ス
目
的
物
は
役
務
提
供
契
約
が
提
供
す
る
給
付
を
実
現
す
る
以
外
の
用
途
が
な
い
（
①
③
）、
役
務
提
供
契
約
上
の
債
務
が
な
け
れ
ば
、

リ
ー
ス
契
約
は
そ
の
意
味
を
有
さ
な
い
（
⑥
）
と
い
う
形
で
、
リ
ー
ス
目
的
物
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
あ

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
現
の
た
め
に
結
ば
れ
た
複
数
の
契
約
の
不
可
分
性
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
、
⑪
は
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
契
約
及
び
技

術
育
成
契
約
の
給
付
内
容
は
ラ
イ
セ
ン
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
利
用
契
約
が
履
行
さ
れ
な
け

れ
ば
、
ラ
イ
セ
ン
ス
取
得
は
何
ら
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
形
で
各
々
の
契
約
の
給
付
の
関
連
性
に
言
及
し
て
い
る
。

加
え
て
、
⑩
は
、
ボ
イ
ラ
ー
室
利
用
契
約
と
ガ
ス
供
給
契
約
の
不
可
分
性
に
つ
い
て
、
ボ
イ
ラ
ー
室
利
用
契
約
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
ガ

ス
供
給
契
約
の
唯
一
の
コ
ー
ズ
と
な
っ
て
い
た
と
判
示
す
る
形
で
、
ボ
イ
ラ
ー
室
の
利
用
と
い
う
給
付
と
ガ
ス
の
供
給
と
い
う
各
々
の
契

約
の
給
付
の
関
連
性
を
考
慮
し
て
い
る
。

　

第
五
に
、
複
数
契
約
の
締
結
日
の
近
似
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
③
④
⑤
⑨
。
な
お
、
⑥
で
も
事
実
認
定
は
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
要
素

は
、
複
数
の
契
約
が
同
一
の
取
引
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
結
ば
れ
た
と
い
う
事
情
を
示
す
形
式
的
か
つ
客
観
的
な
間
接
事
実
と
し
て
機

能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
六
に
、
複
数
契
約
の
期
間
の
同
一
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
③
⑧
）。
こ
の
要
素
も
、
形
式
的
か
つ
客
観
的
な
要
素
で
あ
り
、

複
数
の
契
約
が
同
一
の
取
引
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
結
ば
れ
た
と
い
う
事
情
を
示
す
間
接
事
実
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
⑨
は
、
問
題
と
な
る
複
数
の
合
意
の
期
間
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
一
方
契
約
中
の
他
方
の
契
約
へ
の
参
照
、
両
者
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が
長
年
更
新
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
、
給
付
の
関
連
性
、
対
価
の
計
算
方
法
等
を
指
摘
し
て
不
可
分
性
を
認
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
期
間
の
同
一
性
は
あ
く
ま
で
不
可
分
性
を
性
質
づ
け
る
間
接
的
事
実
で
し
か
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
⑩
も
期
間
が

同
一
で
な
い
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
の
事
案
で
は
、
Ａ
は
軍
事
病
院
、
Ｙ
は
公
営
企
業
（
フ
ラ
ン
ス
ガ
ス
）
で

あ
っ
た
た
め
、
Ｘ
に
は
両
契
約
の
期
間
を
同
一
に
す
る
実
質
的
自
由
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
契
約
当
事
者
の
「
経
済
的
か
つ
法
的
な
資
格

及
び
支
配
力
」
と
い
う
形
で
考
慮
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
七
に
、
取
引
全
体
に
つ
い
て
の
全
関
与
者
の
認
識
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
第
二
の
要
素
と
し
て
挙
げ
た
代
理
人
の
同

一
性
は
、
取
引
の
目
的
を
全
当
事
者
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
③
④
）。
ま
た
、
⑫
は
、
複
数
の
契
約

が
同
一
の
経
済
的
取
引
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
だ
け
で
は
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
性
質
づ
け
る
の
に
十
分
で
な
い
と

し
た
上
で
、
複
数
の
契
約
が
同
一
当
事
者
間
に
お
い
て
締
結
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
を
指
摘
し
、
融
資
契
約
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の

不
可
分
性
を
否
定
し
て
い
る
。
⑫
に
お
い
て
複
数
の
契
約
が
同
一
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
⑪
が
、
同
一
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た
複
数
の
契
約
の
場
合
に
は
当
事
者
が
取
引
目
的
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
旨
を

指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
⑫
で
複
数
の
契
約
が
同
一
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
不
可
分
性
を
否
定
す
る
事
情
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
取
引
の
当
事
者
が
右
取
引
の
全
体
的
な
目
的
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
当
事
者
の
認
識
は
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
に
関
す
る
予
見
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る）
39
（

。

2　

不
可
分
性
判
断
に
お
け
る
各
考
慮
要
素
の
関
係

　

⑴　

学
説
に
お
け
る
客
観
説
・
主
観
説
の
対
立
と
考
慮
要
素
の
関
係

　

ま
ず
、
学
説
に
お
け
る
客
観
説
・
主
観
説
の
対
立
と
考
慮
要
素
の
関
係
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、
経
済
的
取
引
目
的
の
同
一
性
か
ら
不
可
分
性
を
認
め
る
マ
ゾ
ー
は
、
複
数
の
契
約
が
経
済
的
な
観
点
か
ら
互
い
に
有
用
で
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あ
っ
た
か
と
い
う
客
観
的
要
素
、
す
な
わ
ち
給
付
の
関
連
性
や
対
価
的
構
造
を
重
視
す
）
40
（
る
。
ま
た
、
複
数
契
約
を
包
括
す
る
取
引
全
体
と

個
別
契
約
の
相
互
依
存
性
を
考
察
す
る
ペ
レ
も
、
相
互
依
存
性
の
第
一
の
基
準
と
し
て
契
約
相
互
の
給
付
の
関
連
性
を
挙
げ
）
41
（

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
当
事
者
の
不
可
分
合
意
を
根
拠
に
複
数
契
約
の
不
可
分
を
正
当
化
す
る
ス
ブ
は
、
不
可
分
性
を
判
断
す
る
要
素
と
し

て
、
当
事
者
の
態
度
と
契
約
の
有
用
性
の
二
つ
の
要
素
を
挙
げ
る
。

　

第
一
に
、
当
事
者
の
態
度
と
は
、
契
約
の
締
結
過
程
及
び
履
行
過
程
に
お
け
る
当
事
者
の
行
為
態
様
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
）
42
（

る
。
ま
ず
、

締
結
過
程
の
行
為
態
様
と
は
、
全
て
の
交
渉
相
手
が
契
約
成
立
の
た
め
の
周
到
な
準
備
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
、
一
人
の
仲
介
者
が
取
引

全
体
を
提
案
し
た
等
の
事
実
を
意
味
す
る
。
次
に
、
履
行
過
程
の
行
為
態
様
と
は
、
複
数
の
契
約
の
対
価
た
る
金
銭
が
同
一
人
物
に
支
払

わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
の
よ
う
に
、
契
約
締
結
後
の
当
事
者
の
行
動
を
意
味
す
る
。
ス
ブ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
行
為
態

様
に
関
す
る
事
実
的
要
素
は
、
明
示
的
に
意
思
を
表
明
し
な
か
っ
た
当
事
者
が
黙
示
的
に
ど
の
よ
う
な
意
思
を
有
し
て
い
た
の
か
を
解
釈

す
る
た
め
に
必
要
な
指
標
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
契
約
の
有
用
性
と
は
、
一
方
の
契
約
だ
け
で
債
権
者
の
望
む
必
要
性
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
か
を
経
済
的
な
観
点
及
び
物
的

な
観
点
か
ら
考
慮
す
る
も
の
で
あ
）
43
（
る
。
ま
ず
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
の
有
用
性
と
は
、
複
数
契
約
の
全
体
を
通
し
て
、
債
権
者
が
給
付
を

行
う
約
務
に
つ
い
て
の
金
銭
的
な
対
価
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
役
務
提
供
契
約
と
リ
ー
ス
契
約
の
両
者
を
締
結
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ユ
ー
ザ
ー
が
実
質
的
に
無
料
で
取
引
に
参
画
で
き
た
と
い
う
構
造
の
存
在
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
次
に
、
物
的
な
観
点
か
ら
の

有
用
性
と
は
、
契
約
の
集
合
に
お
い
て
、
債
権
者
に
引
き
渡
さ
れ
る
物
と
と
も
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
他
の
物
・
役
務

が
引
き
渡
さ
れ
な
い
場
合
に
、
一
方
の
物
の
み
で
他
方
契
約
の
有
用
性
が
維
持
さ
れ
る
か
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
役

務
提
供
契
約
上
の
債
務
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
の
リ
ー
ス
目
的
物
の
転
用
の
可
能
性
等
が
考
慮
さ
れ
る
。
契
約
の
有
用
性
の
要
素
は
、
当

事
者
が
契
約
締
結
時
に
い
か
な
る
意
思
を
有
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
要
素
で
あ
る
が
、
客
観
的
な
観
点
か
ら
一
方
契
約

が
存
在
し
な
け
れ
ば
他
方
契
約
も
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
す
る
も
の
に
と
ど
ま
る
た
め
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
可
分
性
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の
存
在
を
正
当
化
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
り
、
締
結
日
の
同
時
性
や
期
間
の
同
一
性
等
の
間
接
事
実
を
補
強
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
）
44
（
る
。

　

こ
の
ス
ブ
の
見
解
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
不
可
分
性
の
考
慮
に
あ
た
っ
て
、
主
観
的
な
要
素
た
る
当
事
者
の
態
度
と
、
客
観
的
な

要
素
た
る
契
約
の
有
用
性
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
指
摘
す
る
も
の
の
、
前
者
に
よ
っ
て
当
事
者
の
意
思
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
場
合
に
後

者
が
検
討
さ
れ
る
と
し
て
、
当
事
者
の
態
度
を
中
心
と
し
た
主
観
的
な
要
素
を
重
視
す
る
一
方
で
、
契
約
の
有
用
性
と
い
う
客
観
的
な
要

素
は
あ
く
ま
で
補
充
的
要
素
と
位
置
付
け
る
点
に
あ
る
。

　

⑵　

学
説
の
対
立
軸
と
破
毀
院
の
傾
向

　

そ
れ
で
は
、
破
毀
院
判
決
に
お
け
る
不
可
分
性
の
判
断
の
た
め
の
各
考
慮
要
素
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
。
判
決
の
多
く

は
様
々
な
要
素
を
総
合
考
慮
し
て
い
る
た
め
、
傾
向
を
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
破
毀
院
に
よ
っ
て
不
可
分
性
の
認
定
に
あ
た
っ
て

考
慮
さ
れ
て
い
る
要
素
の
関
係
を
、
学
説
に
お
け
る
経
済
的
目
的
の
同
一
性
の
重
視
と
当
事
者
の
意
思
解
釈
の
重
視
と
い
う
対
立
軸
で
捉

え
た
場
合
、
少
な
く
と
も
客
観
的
要
素
た
る
経
済
的
目
的
の
同
一
性
の
み
を
考
慮
し
て
不
可
分
性
を
認
定
す
る
立
場
は
と
っ
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
④
は
、
客
観
説
が
重
視
す
る
給
付
の
関
連
性
に
つ
い
て
「
機
材
が
他
の
用
途
に
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
は
重
要

で
は
な
い
」
と
し
た
上
で
、
両
契
約
の
締
結
・
履
行
日
の
近
似
性
、
金
銭
支
払
い
日
の
近
似
性
、
Ａ
の
代
理
人
と
Ｙ
に
お
い
て
事
前
の
協

力
体
制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
等
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
し
て
、
不
可
分
性
を
否
定
し
た
控
訴
院
判
決
を
破
毀
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑦
は
、

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
と
役
務
提
供
契
約
の
二
つ
の
契
約
が
、
同
じ
機
器
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な

物
の
有
用
性
を
重
視
せ
ず
、
二
つ
の
契
約
で
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
解
約
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
不
可
分
性
を

否
定
し
た
控
訴
院
判
決
を
是
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⑫
も
、
複
数
の
契
約
が
同
一
の
経
済
的
取
引
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
不
可
分

性
を
認
定
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
、
と
し
た
上
で
、
複
数
の
契
約
の
各
々
に
お
け
る
他
方
契
約
へ
の
相
互
的
な
言
及
の
不
存
在
や
、
取

引
に
関
わ
っ
た
当
事
者
の
人
数
（
関
与
者
に
よ
る
取
引
全
体
の
認
識
）、
契
約
の
独
立
的
な
履
行
可
能
性
等
を
指
摘
し
て
不
可
分
性
を
否
定
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
事
実
的
要
素
の
指
摘
以
外
の
部
分
で
も
、
⑤
や
⑦
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
比
較
的
最
近
の
判
決
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が
「
当
事
者
の
共
通
の
意
図
」
に
言
及
し
て
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
は
、
破
毀
院
が
経
済
的
目
的
の
同
一
性
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
当
事
者
の
意
思
解
釈
を
根
拠
に
不
可
分
性
を
認
定
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
と
親
和
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
破
毀
院
が
不
可
分
性
の
認
定
に
あ
た
っ
て
、
契
約
を
不
可
分
と
す
る
両
当
事
者
の
意
思
を
最
優
先
の
考
慮
要
素
と

し
て
い
る
か
、
と
い
え
ば
、
特
に
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
具
体
的
に
例
を
挙
げ
て

言
え
ば
、
④
⑤
⑧
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
と
役
務
提
供
者
の
事
前
の
協
力
体
制
は
、
役
務
受
領
者
に
よ
る
契
約
の
不
可
分
性
の
期

待
を
示
す
事
情
で
あ
る
と
言
え
て
も
、
両
当
事
者
が
複
数
契
約
を
不
可
分
と
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
情
と
ま
で
は
言
え

な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
疑
問
は
、
同
取
引
に
お
い
て
、
当
事
者
が
複
数
の
契
約
を
可
分
と
す
る
旨
の
明
示
の

条
項
を
約
定
し
て
い
た
場
合
で
も
、
破
毀
院
が
右
条
項
の
効
力
を
否
定
し
た
上
で
不
可
分
性
を
認
め
る
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

生
じ
て
く
る
。

3　

明
示
の
可
分
条
項
の
取
扱
い

―
学
説
の
対
立
の
中
間
点
と
し
て
の
破
毀
院
の
立
場

―

　

複
数
の
契
約
の
一
方
に
契
約
可
分
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
場
合
、
可
分
条
項
は
明
示
さ
れ
た
契
約
当
事
者
の
真
の
意
思
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
は
、
可
分
条
項
の
存
在
に
よ
っ
て
当
然
に
否
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
）
45
（

る
。
し
か
し
、
破

毀
院
は
、
可
分
条
項
が
存
在
す
る
場
合
で
も
、
し
ば
し
ば
条
項
の
効
力
を
否
定
し
た
上
で
不
可
分
性
を
認
定
す
る
判
断
を
下
し
て
い
）
46
（
る
。

例
え
ば
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
〇
年
二
月
一
五
日
判
決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
し
た
控
訴

院
判
決
に
つ
い
て
、
可
分
条
項
の
存
在
を
理
由
に
破
毀
を
求
め
た
リ
ー
ス
賃
貸
人
の
請
求
を
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
棄
却
し
）
47
（

た
。
す
な
わ

ち
、「
控
訴
院
判
決
は
、
リ
ー
ス
目
的
物
が
役
務
受
領
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
リ
ー
ス
賃
貸
人
が
知
っ
て
お
り
、
そ
の
利
用
を

認
容
し
て
い
た
こ
と
、
右
機
材
は
他
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
リ
ー
ス
契
約
の
唯
一
の
コ
ー
ズ

は
役
務
提
供
契
約
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
た
め
、
当
事
者
の
共
通
の
意
図
に
お
い
て
画
像
供
給
契
約
と
リ
ー
ス
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契
約
の
相
互
依
存
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
上
で
、
可
分
条
項
は
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
契
約
の
全
体
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
と

矛
盾
す
る
と
し
て
リ
ー
ス
賃
貸
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
控
訴
院
判
決
は
正
当
で
あ
る
」。

　

こ
う
し
た
判
決
の
位
置
づ
け
は
、
学
説
で
も
大
き
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
こ
う
し
た
判
決
の
存
在
か

ら
、
客
観
説
の
論
者
は
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
は
当
事
者
の
意
思
で
は
な
く
、
経
済
的
目
的
の
同
一
性
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
マ
ゾ
ー
は
、
本
判
決
が
可
分
条
項
の
適
用
を
排
除
し
た
の
は
、
こ
の
条
項
が
複
数
の
契
約
の
経
済
的
な
目

的
の
一
体
性
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
契
約
の
不
可
分
性
は
客
観
的
な
要
素
を
重
視
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
判
決

か
ら
、
当
事
者
の
意
思
の
役
割
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
主
張
す
）
48
（

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
主
観
説
に
立
脚
す
る
ス
ブ
は
、

可
分
条
項
の
排
除
は
、
当
事
者
が
定
め
た
他
方
契
約
の
消
滅
に
関
す
る
リ
ス
ク
分
配
に
対
す
る
不
当
な
介
入
で
あ
る
と
し
て
、
判
決
を
批

判
し
て
い
）
49
（
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
の
一
方
で
、
学
説
で
は
、
当
事
者
意
思
の
重
視
を
出
発
点
に
し
つ
つ
、
判
決
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
考
察
も
展

開
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
察
は
次
の
二
つ
の
方
法
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑴　

契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
概
念
か
ら
の
説
明

　

第
一
に
、
破
毀
院
判
決
は
、
当
事
者
の
表
明
し
た
意
思
で
は
な
く
、
真
の
意
思
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
分
条
項
を
正
当
に
排

除
し
た
と
分
析
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
所
は
表
明
さ
れ
た
意
思
だ

け
で
は
な
く
、
当
事
者
の
真
の
意
思
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
明
示
的
な
可
分
条
項
は
当
事
者
の
真
の
意
思
を
解
釈
す
る
際
に

重
要
な
要
素
と
な
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
真
の
意
思
を
判
断
す
る
た
め
の
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
主
張
す
）
50
（

る
。
従
っ
て
、
当
事
者
に
よ
っ

て
意
図
さ
れ
た
取
引
の
経
済
的
な
目
的
や
当
事
者
の
態
度
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
当
事
者
の
真
の
意
思
と
可
分
条
項
と
が
矛
盾
す
る

と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
貫
性
の
原
則
の
適
用
に
よ
っ
て
、
右
条
項
は
効
力
を
否
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
）
51
（
る
。
問
題
は
、
こ
の
見

解
が
当
事
者
の
意
思
を
根
拠
に
不
可
分
性
を
認
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
の
真
の
意
思
を
、
明
示
の
可
分
条
項
か
ら
で
は
な
く
、
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経
済
的
な
目
的
や
当
事
者
の
態
度
等
の
事
情
か
ら
認
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
破
毀
院

が
可
分
条
項
を
排
除
す
る
際
に
用
い
る
契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
概
念
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
）
52
（

る
。
ま
ず
、

契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
経
済
的
取
引
の
形
式
の
下
に
お
い
て
当
事
者
の
共
通
の
意
思
を
客
観
的
に
素
材
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
事
者

の
意
思
の
合
致
事
項
を
、
債
務
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
取
引
構
造
に
拡
張
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
一
定
の
視
点
か
ら
捉
え
直
さ
れ
た
契
約
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
あ
く
ま
で
当
事
者
の
意
思

に
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
こ
う
し
た
意
思
を
経
済
的
取
引
の
観
点
も
含
ん
だ
形
で
客
観
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
概
念
に
依
拠
し
て
当
事
者
意
思
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
の
根
拠
と
し
て
意
思
を

援
用
し
な
が
ら
も
、
明
示
の
可
分
条
項
に
体
現
さ
れ
た
表
明
さ
れ
た
意
思
の
役
割
が
相
対
化
さ
れ
、
経
済
的
取
引
構
造
や
当
事
者
の
態
様

と
い
っ
た
よ
り
広
い
形
で
素
材
化
さ
れ
た
合
意
事
項
と
の
一
貫
性
に
照
ら
し
て
、
可
分
条
項
を
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

⑵　

信
頼
の
原
則
か
ら
の
説
明

　

第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
可
分
条
項
の
排
除
を
信
頼
の
原
則
か
ら
説
明
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
複
数
の
契
約
の
不

可
分
性
に
関
す
る
比
較
法
研
究
の
中
で
の
ス
イ
ス
法
の
紹
介
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
）
53
（

る
。
す
な
わ
ち
、
ス
イ
ス
で
は
、
複
数
の
契
約
の

結
合
を
望
む
明
示
の
意
思
に
よ
っ
て
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意

思
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
連
邦
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
真
の
意
思
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
真
の
意
思
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
示
し
た
表
示
や
行
為
に
客
観
的
に
与
え
ら
れ
る

意
味
を
解
釈
す
る
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
複
数
契
約
の
当
事
者
の
言
明
や
態
度
が
、
与
え
ら
れ
た
状
況
全
体
の
中
で
客
観
的
に
ど
の
よ

う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
を
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
当
事
者
の
表
明
あ
る
い
は
行
動
の
客
観
的
な
意
味
の
探

求
の
結
果
と
し
て
、
た
と
え
複
数
契
約
の
不
可
分
性
が
契
約
の
一
方
当
事
者
の
内
心
の
意
思
と
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
信
頼



法学政治学論究　第122号（2019.9）

240

の
原
則
か
ら
複
数
契
約
の
不
可
分
性
が
正
当
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ス
イ
ス
で
は
、
可
分
条
項
は
当
事
者
の
真
の
意
思
を
示
す
可
能
性
が

高
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
可
分
条
項
以
外
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
右
条
項
が
契
約
当
事
者
の
真
の
意
思
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
信
頼
の
原
則
に
よ
っ
て
、
可
分
条
項
を
排
除
し
て
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
承
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ス
イ
ス
法
に
お
け
る
信
頼
の
原
則
に
依
拠
し
た
契
約
当
事
者
の
真
の
意
思
の
分
析
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
論
者
か
ら
、
可
分
条
項
を
排
除
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
破
毀
院
判
決
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
）
54
（

る
。

　

⑶　

破
毀
院
判
決
の
整
合
的
理
解
と
学
説
の
対
立
軸

　

以
上
の
よ
う
に
、
可
分
条
項
を
排
除
す
る
破
毀
院
判
決
の
動
向
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
学
説
で
は
、
当
事
者
の
真
の
意
思
に
着
目
し

て
、
契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
依
拠
す
る
見
解
と
信
頼
の
原
則
に
依
拠
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
）
55
（
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
契
約
の
不
可

分
性
の
認
定
に
あ
た
っ
て
、
当
事
者
の
意
思
を
重
視
す
る
と
い
う
姿
勢
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
当
事
者
の
意
思
を
、
あ
る
い
は
客
観
的

な
要
素
も
含
め
て
、
あ
る
い
は
客
観
的
な
観
点
か
ら
解
釈
す
る
と
い
う
操
作
を
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
明
さ
れ
た
当
事
者
の
意
思
の

役
割
を
相
対
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
当
事
者
の
明
示
の
可
分
条
項
と
い
う
要
素
は
、
不
可
分
性
の
判
断
に
お
い
て
重
要
な
要

素
で
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
そ
の
考
慮
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
、
他
の
事
情
と
の
総
合
考
慮
に
よ
っ
て
不
可
分
性
の
有
無
が
判
断

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
破
毀
院
判
決
の
動
向
と
こ
れ
を
正
当
化
す
る
学
説
の
見
解
は
、
学
説
に
お
け
る
不
可
分
性
の
判
断
基
準
に
関
す
る
主
観
説
と

客
観
説
の
対
立
に
つ
い
て
中
間
的
立
場
を
示
す
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
破
毀
院
は
、
経
済
的
目
的
の
同
一
性

の
み
を
も
っ
て
複
数
契
約
の
不
可
分
性
を
認
定
す
る
客
観
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
排
除
し
、
あ
く
ま
で
当
事
者
意
思
の
解
釈
と
い
う
主
観
的
ア

プ
ロ
ー
チ
に
親
和
的
な
動
向
を
見
せ
つ
つ
も
、
客
観
的
な
素
材
・
意
味
の
観
点
か
ら
意
思
解
釈
を
行
う
と
い
う
方
向
性
を
示
し
、
そ
の
限

り
に
お
い
て
、
明
示
の
可
分
条
項
の
役
割
を
相
対
化
し
、
当
事
者
の
真
の
意
思
に
反
す
る
明
示
の
可
分
条
項
の
排
除
を
認
め
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
複
数
の
契
約
を
不
可
分
と
す
る
当
事
者
の
共
通
の
意
図
な
い
し
真
の
意
思
と
表
現
さ
れ
る
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も
の
に
は
、
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
契
約
両
当
事
者
の
意
思
を
徴
標
す
る
事
情
（
例
え
ば
、
一
方
契
約
中
の
他
方
契
約
に
関
す

る
言
及
は
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
）
の
他
に
も
、
複
数
の
契
約
が
不
可
分
で
あ
る
と
の
一
方
当
事
者
の
信
頼
を
形
成
す
る
事
情
等
も

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
特
に
、
金
融
機
関
と
役
務
提
供
者
の
事
前
の
協
力
体
制
と
い
う
役
務
受
領
者
の
信
頼
を
基
礎
づ
け
る
事
情
が
こ
れ
に

あ
た
）
56
（
る
）。
従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
複
数
契
約
の
不
可
分
性
の
根
拠
と
さ
れ
る
「
意
思
」
に
は
、
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
意

味
の
意
思
を
中
心
に
し
つ
つ
も
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
な
い
様
々
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
我
が
国
で
理
解
さ
れ
る

意
思
概
念
と
同
一
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
）
57
（
る
。
た
だ
し
、
検
討
を
行
っ
た
限
り
、
こ
う
し
た
信
頼
に
関
す
る
要
素
に
明
示

的
に
言
及
す
る
、
あ
る
い
は
可
分
条
項
の
排
除
を
認
め
る
判
決
は
、
特
に
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
特
徴
が
こ
の
取
引
類
型
に
特
に
見
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

四　

結　

語

　

本
稿
は
、
複
数
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
を
正
当
化
す
る
契
約
の
不
可
分
性
に
関
し
て
、
そ
の
認
定
の
た
め
の
考
慮
要
素
の
観
点
か
ら
、
フ

ラ
ン
ス
の
学
説
と
判
例
の
検
討
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
学
説
に
関
し
て
は
、
複
数
契
約
の
不
可
分
性
の
根
拠
と
し
て
、
コ
ー
ズ
説
と
不
可
分

合
意
説
が
対
立
し
て
お
り
、
こ
の
対
立
は
、
不
可
分
性
認
定
に
あ
た
り
、
経
済
的
取
引
目
的
の
同
一
性
と
い
う
客
観
的
側
面
を
重
視
す
る

の
か
、
当
事
者
の
意
思
解
釈
と
い
う
主
観
的
側
面
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
対
立
も
意
味
し
て
い
た
。
次
に
、
判
例
の
分
析
か
ら
は
、
不

可
分
性
認
定
の
た
め
に
複
数
の
契
約
を
不
可
分
と
す
る
当
事
者
の
共
通
の
意
図
を
認
定
す
る
た
め
に
、
契
約
条
項
の
内
容
、
複
数
契
約
の

締
結
経
緯
や
履
行
時
の
当
事
者
の
言
明
、
取
引
全
体
の
対
価
的
均
衡
、
給
付
の
関
連
性
、
複
数
契
約
の
締
結
の
同
時
性
や
期
間
の
同
一
性
、

当
事
者
に
よ
る
取
引
全
体
の
存
在
の
認
識
等
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以
上
の
諸
要
素
に
つ
き
、
破
毀
院
は
、
経

済
的
目
的
の
同
一
性
を
徴
憑
す
る
客
観
的
要
素
の
み
で
不
可
分
性
を
認
め
る
こ
と
が
な
い
一
方
、
明
示
の
可
分
条
項
と
い
う
当
事
者
の
意
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思
を
表
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
要
素
を
排
除
し
て
不
可
分
性
を
認
定
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
総
合
考
慮
し
て
不

可
分
性
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
破
毀
院
の
動
向
は
、
不
可
分
性
の
認
定
に
あ
た
り
、
当
事
者
の
意
思
解
釈

を
重
視
し
つ
つ
も
、
客
観
的
な
素
材
・
意
味
の
観
点
か
ら
意
思
解
釈
を
行
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
学
説
の
対
立
に
関
し
て
中
間

的
な
立
場
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
結
果
、
当
事
者
の
意
思
と
い
う
も
の
の
中
に
、
一
方
当
事
者
が

抱
い
た
信
頼
を
示
す
と
も
思
わ
れ
る
要
素
等
の
様
々
な
要
素
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
学
説
か
ら
の
批
判
の
対
象
に
も

な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
検
討
を
手
掛
か
り
に
、
今
後
解
決
す
べ
き
課
題
と
し
て
、
次
の
三
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
前
述
の
通
り
、
本
稿
は
破
毀
院
混
合
部
二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
判
決
以
前
の
判
例
の
状
況
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
同
判
決
は
、
役
務
提
供
・
リ
ー
ス
取
引
の
事
案
に
つ
い
て
、「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
契
約
を
含
む
一
つ
の
取
引
の
た
め
に

同
時
ま
た
は
順
次
に
締
結
さ
れ
た
複
数
の
契
約
は
相
互
依
存
的
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
相
互
依
存
性
と
相
容
れ
な
い
契
約
条
項
は
書
か
れ

て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
」
と
判
示
し
、
契
約
の
性
質
と
い
う
客
観
的
要
素
の
み
に
よ
っ
て
不
可
分
性
を
認
め
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ

こ
で
、
同
判
決
の
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
従
前
の
議
論
と
の
関
係
や
そ
の
後
の
判
例
、
二
〇
一
六
年
成
立
の
改
正
債
務
法
と
の
関
係
を
検

討
す
る
こ
と
が
今
後
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

　

次
に
、
本
稿
で
は
、
最
判
平
成
八
年
の
い
う
複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
の
考
慮
要
素
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
方
の
契
約
の
債
務
不
履
行

解
除
が
他
方
契
約
の
消
滅
を
も
た
ら
す
と
い
う
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
た
。
今
後
は
、
こ
の
場
面
以
外
に
も
、

複
数
契
約
の
密
接
関
連
性
か
ら
、
複
数
契
約
の
一
体
的
な
適
法
性
の
評
価
、
一
方
契
約
の
債
務
の
他
方
契
約
当
事
者
へ
の
履
行
請
求
権
の

行
）
58
（
使
、
抗
弁
の
接
続
等
の
効
果
を
導
く
こ
と
の
可
否
、
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
連
鎖
的
消
滅
の
場
面
で
の
不
可
分
性
の
考
慮
方
法
と
の
異

同
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
）
59
（
る
。
さ
ら
に
、
冒
頭
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
一
定
の
経
済
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
複
数
の
契
約
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
取
引
と
そ
の
提
起
す
る
法
的
問
題
の
多
様
性
を
考
慮
し
て
、
複
数
契
約
の
関
係
性
と
い
う
客
体
に
着
目
し
た
分
析
だ
け
で
な
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く
、
複
数
契
約
の
当
事
者
が
い
か
な
る
法
的
地
位
に
立
つ
の
か
と
い
う
主
体
面
に
着
目
し
た
分
析
を
進
め
る
必
要
も
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
稿
で
行
っ
た
フ
ラ
ン
ス
法
の
分
析
と
日
本
法
の
議
論
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
特
に
、
①
複
数

契
約
の
密
接
関
連
性
に
つ
い
て
判
断
し
た
日
本
の
裁
判
例
で
も
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
の
傾
向
を
看
取
で
き
る
か
と
い
う
裁
判
例
の
分
析
、
②

フ
ラ
ン
ス
で
当
事
者
の
共
通
の
意
図
と
し
て
語
ら
れ
る
当
事
者
意
思
と
日
本
法
で
当
事
者
を
拘
束
す
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
当
事

者
意
思
と
の
関
係
の
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
②
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
当
事
者
の
共
通
の
意
図
の
名
の
下
に
裁
判
官
が
契
約
内

容
を
創
造
（
不
可
分
性
の
認
定
）
又
は
修
正
（
可
分
条
項
の
排
除
）
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
意
思
自
律
の
原
則
や
契
約
の

拘
束
力
の
根
拠
の
関
係
を
検
討
す
る
と
い
う
難
問
に
関
わ
る
た
め
、
そ
の
解
明
に
は
他
日
を
期
さ
ざ
る
を
得
な
）
60
（

い
。

（
1
）  

こ
う
し
た
取
引
の
実
態
を
面
的
な
側
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
椿
寿
夫
編
著
『
三
角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別

冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
2
）  

従
来
の
議
論
状
況
を
含
め
、
特
に
、
長
坂
純
「
下
請
負
・
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
・
サ
ブ
リ
ー
ス
・
転
貸
借

―
契
約
の
連
鎖
と
従
属
的
関
与
者
」 

Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
八
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
3
）  

第
三
者
与
信
取
引
に
お
け
る
抗
弁
の
接
続
に
つ
い
て
は
、
岡
本
裕
樹
「
複
合
契
約
取
引
論
の
現
状
と
可
能
性
」
加
賀
山
先
生
還
暦
『
市
民
法
の

新
た
な
挑
戦
』
信
山
社
（
二
〇
一
三
年
）
五
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
4
）  

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

（
5
）  

池
田
真
朗
「『
複
合
契
約
』
あ
る
い
は
『
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
契
約
』
論
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
三
三
号
（
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以
下
。

（
6
）  

都
筑
満
雄
『
複
合
取
引
の
法
的
構
造
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
七
年
）
一
八
九
頁
以
下
。

（
7
）  

中
舎
寛
樹
「
多
角
的
発
想
か
ら
す
る
法
律
構
成
の
可
能
性
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
八
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
七
頁
以
下
。

（
8
）  

都
筑
前
掲
注
（
6
）
三
二
八
頁
。

（
9
）  

都
筑
満
雄
「
複
合
契
約
中
の
契
約
の
消
滅
の
判
断
枠
組
み
と
法
的
根
拠
に
関
す
る
一
考
察
」
南
山
法
学
三
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
三
頁
。

（
10
）  

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
「
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
三
九
回
会
議 

議
事
録
」
商
事
法
務
編
『
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資

料
集
第
二
集
〈
第
四
巻
〉』
二
五
五
頁
〔
岡
本
雅
弘
発
言
〕。
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（
11
）  

金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
『「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
』（
二
〇
一

二
年
）
四
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
12
）  

特
に
、
都
筑
前
掲
注
（
6
）
一
九
三
頁
以
下
、
同
前
掲
注
（
9
）
一
頁
以
下
、
同
「
複
合
契
約
中
の
契
約
の
消
滅
の
判
断
枠
組
に
関
す
る
序
論

的
考
察
」
藤
岡
康
宏
先
生
古
稀
『
民
法
学
に
お
け
る
古
典
と
革
新
』
成
文
堂
（
二
〇
一
一
年
）
三
一
一
頁
以
下
、
小
林
和
子
「
複
数
の
契
約
と
相

互
依
存
関
係
の
再
構
成
」
一
橋
法
学
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
五
頁
以
下
、
吉
井
啓
子
「
フ
ラ
ン
ス
の
複
合
契
約
論
の
展
開
」
椿
寿
夫
・

中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
法
律
関
係
の
研
究
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
二
年
）
等
。

（
13
）  

な
お
、
ド
イ
ツ
の
判
例
を
検
討
す
る
文
献
と
し
て
、
近
藤
雄
大
「
複
数
の
契
約
の
一
体
性
の
判
断
基
準
と
そ
の
要
素
に
つ
い
て
」
福
島
大
学
行

政
論
集
一
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
14
）  J. M

oury, D
e l

’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, RTD
 civ, 1994, p. 255.

（
15
）  J.-B. Seube, L

’indivisibilité et les actes juridiques, Litec, 1999, n
o 207.

（
16
）  B. Teyssié, Les groupes de contrats, L. G. D. J., 1975, n

o 174 et s.

（
17
）  F. Térre, P. Sim

ler et Y. Lequette, Les obligations, 11
e éd., D

alloz, 2013, n
o 348.

（
18
）  Cass. 1

er. civ. 3 m
ars 1982, Bull. civ. I, n

o 97.

（
19
）  S. Am

rani- M
ekki, Indivisibilité et ensem

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

o 16 et s.

（
20
）  F. Térre, P. Sim

ler et Y. Lequette, op. cit., n
o 331 et s.

（
21
）  Cass. 1

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

（
22
）  Cass. com

. 15 juin 1999, JCP, éd. E, 2000, p. 802, note A. Constantin; Cass. com
. 15 février 2000, Bull. civ. IV, n

o 29.

（
23
）  P. Reigné, La notion de cause efficiente du contrat en droit privé français, 1993 ; D. M

azeaud, La cause, in 1804 -2004, Le 
Code civil, un passé, un présent, un avenir, D

alloz, 2004, n
o 16 et s. ; RD

C 2003, p. 115, obs. G. Lardeux.

（
24
）  D. M
azeaud, La cause, op. cit., n

o 22.

（
25
）  D. M

azeaud, D. 2000, som
, com

. p. 364. 

（
26
）  J. G

hestin, Cause de l

’engagem
ent et validité du contrat, L. G. D. J., 2006, n

o 934 et s.

（
27
）  J.-B. Seube, op. cit., n

o 30 et s. ; S. Am
rani- M

ekki, op. cit., n
o 30 et s. ; J. G

hestin, G. Loiseau et Y.-M
. Serinet, Traité de 

droit civil, La form
ation du contrat, Tom

e 2 : L

’objet et la cause, 4
e éd., L. G. D. J., 2013, n

o 2612 et s.
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（
28
）  Cass. civ. 1

er, 13 janvier. 1987, Bull. civ. I, n
o 11.

（
29
）  C. Aubert de V

incelles, Réflexions sur les ensem
bles contractuels, RD

C 2007, n
o 7.

（
30
）  S. Am

rani- M
ekki, op. cit., n

o 26. 
（
31
）  S. Pellé, La notion d

’interdépendance contractuelle, D
alloz, 2007, n

o 159.
（
32
）  
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
八
年
三
月
一
三
日
判
決
（Bull. civ. I, n

o 72

）
等
を
参
照
。

（
33
）  P. M

alaurie, L. Aynès et P. Stoffel- M
unck, Les obligations, 9

e éd., L. G. D. J., 2017, n
o 839. ; P. M

alinvaud, D. Fenouillet et 
M
. M
ekki, D

roit des obligations, 14
e éd., LexisN

exis, 2017, n
o 437. etc.

（
34
）  

都
筑
前
掲
注
（
6
）
二
二
四
頁
以
下
。
な
お
、
酒
巻
修
也
「
一
部
無
効
の
本
質
と
射
程
（
七
）：
一
部
無
効
論
に
お
け
る
当
事
者
の
意
思
の
意

義
を
通
じ
て
」
北
大
法
学
論
集
六
九
巻
三
号
七
六
七
頁
以
下
は
、
不
可
分
合
意
説
と
そ
の
批
判
説
の
間
で
主
観
的
基
準
と
客
観
的
基
準
が
対
立
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
35
）  Cass. m

ix. 17 m
ai 2013, JCP 2013, 673, note. F. Buy.

（
36
）  

検
討
対
象
の
限
定
に
あ
た
っ
て
は
、S. Pim

ont, L

’économ
ie du contrat, PU

AM
, 2004, ; S. Pellé, op. cit., pp. 539 et s. ; M

. 
Bacache, Rép. civ. D

alloz, Indivisibilité, n
o 76 et s. ; J.-B. Seube, J. Cl. Civil Code, Art. 1217 à 1225, n

o 121 et s. ; J. G
hestin, G. 

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

o 2607 et s. ; L. M
esle, Interdépendance des contrats, RD

C 2013, pp. 849 et s.

の
ほ
か
、
私
信

に
てB. Jaluzot

教
授
（
リ
ヨ
ン
政
治
学
院
）
か
ら
賜
っ
た
御
教
示
を
参
考
に
し
た
。
掲
載
を
見
送
っ
た
判
決
に
つ
い
て
は
、
後
日
補
充
し
て
検

討
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
37
）  J. G

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

o 2623.

（
38
）  M

. Bacache, op. cit., n
o 152 et s.

（
39
）  D

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

（
40
）  D
efrénois 2000, p. 1118, obs. D. M

azeaud

（
41
）  S. Pellé, op. cit., n

o 285 et s.

（
42
）  J.-B. Seube, op. cit., n

o 416 et s.

な
お
都
筑
前
掲
注
（
6
）
二
二
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
43
）  J.-B. Seube, op. cit., n

o 417 et s.

（
44
）  J.-B. Seube, op. cit., n

o 419.
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（
45
）  D. 1995, som

m
., p. 231, obs. L. Aynès.

（
46
）  

そ
の
他
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
七
年
四
月
二
四
日
判
決
（RD

C 2008, p. 276, obs. D. M
azeaud

）、
破
毀
院
第
三
民
事
部
二
〇
一
一
年
一

〇
月
二
五
日
判
決
（RD

C 2012, p. 518, obs, J.-B. Seube

）
等
が
可
分
条
項
の
効
力
を
否
定
す
る
。
他
方
で
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
一

〇
年
一
〇
月
二
八
日
判
決
（D. 2011, p. 556, note D. M

azeaud

）
は
可
分
条
項
の
存
在
を
考
慮
し
て
不
可
分
性
を
否
定
し
て
い
る
。

（
47
）  Cass. com

. 15 février 2000, Bull. civ. IV, n
o 29. 

（
48
）  D

efrénois, 2000, p. 1118, obs. D. M
azeaud.

（
49
）  RD

C 2012, p. 518, obs, J.-B. Seube.

（
50
）  M

. Bacache, op. cit., n
o 155 et s. ; J. G

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

o 2618 et s.

（
51
）  J. G

hestin, op. cit., n
o 951 et s. ; G. H

elleringer, Les clauses du contrat. Essai de typologie, L. G. D. J., 2012, n
o 311 et s.  

（
52
）  S. Pim

ont, op. cit., n
o 557 et s. ; J. G

hestin, op. cit., n
o 1225 et s. 

森
田
修
『
契
約
規
範
の
法
学
的
構
造
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
六
年
）

三
三
二
頁
以
下
、
五
〇
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
53
）  P. Pichonnaz, Q

uelques aspects de l

’indivisibilité en droit suisse, RD
C 2013, pp. 1112 et s.

（
54
）  B. Fauvarque- Cosson, L

’interdépendance contractuelle en droit com
paré, RD

C 2013, p. 1081.

（
55
）  

な
お
、
山
城
一
真
『
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
正
当
な
信
頼
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
四
年
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
言
わ
れ
る
真
意
や
両
当
事
者
の

意
図
は
、
当
事
者
救
済
の
観
点
か
ら
、
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
正
当
な
信
頼
を
契
約
内
容
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
（
四
一
五
頁
）、
こ
の
正
当
な
信
頼
は
、
意
思
自
律
の
原
則
に
対
す
る
修
正
原
理
を
構
成
す
る
も
の
と
評
価
す
る
（
三
五

九
頁
）。
こ
の
理
解
を
前
提
に
す
る
と
、
契
約
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
立
脚
す
る
論
者
の
い
う
当
事
者
の
真
の
意
思
と
は
、
両
当
事
者
が
複
数
の
契
約

を
不
可
分
に
す
る
と
い
う
意
思
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
契
約
の
一
方
当
事
者
に
お
い
て
、
複
数
の
契
約
を
不
可

分
に
す
る
と
い
う
信
頼
が
形
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
56
）  

②
判
決
が
役
務
受
領
者
の
正
当
な
信
頼
に
依
拠
し
て
不
可
分
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
学
説
で
も
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅

を
主
張
す
る
人
物
が
、
契
約
の
不
可
分
性
に
関
す
る
正
当
な
信
頼
を
抱
い
て
い
た
か
を
問
題
に
す
る
見
解
も
あ
る
（JCP 2013, 673, note. F. 
Buy, p. 1158

）。

（
57
）  

こ
の
真
の
意
思
は
、
中
舎
前
掲
注
（
7
）
の
い
う
合
意
内
容
確
定
の
た
め
の
規
範
的
意
思
と
親
和
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
中
舎

説
に
対
し
て
は
、
当
事
者
を
拘
束
す
る
と
い
う
意
味
で
意
思
を
捉
え
る
論
者
か
ら
、
規
範
的
意
思
が
当
事
者
を
拘
束
す
る
理
由
を
解
明
す
る
必
要
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が
あ
る
旨
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
三
角
取
引
と
民
法
」
私
法
七
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
〇
頁
〔
河
上
正
二
発
言
〕）。

（
58
）  

履
行
請
求
権
の
可
否
は
、
履
行
請
求
を
受
け
る
他
方
契
約
当
事
者
の
債
務
の
内
容
と
い
う
給
付
レ
ベ
ル
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
検
討
も
必
要
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
奥
田
昌
道
編
『
新
版
註
釈
民
法
（
一
〇
）
Ⅰ
債
権
（
一
）』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
三
年
）
五
五
頁
以
下
〔
金
山
直
樹
〕
も

参
照
。

（
59
）  
本
稿
で
は
詳
細
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
契
約
の
連
鎖
的
消
滅
の
態
様
と
し
て
用
い
ら
れ
る
失
効
は
、
契
約
の
本
質
的
要
素
の
消
失
を
要
件

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
本
質
的
要
素
が
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
当
事
者
意
思
を
手
掛
か
り
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者

の
意
思
解
釈
を
通
し
た
不
可
分
合
意
に
依
拠
す
る
考
え
と
親
和
的
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（J. G

hestin, G. Loiseau et Y.-M
. Serinet, 

op. cit., n
o 2068 et 2625

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
履
行
の
抗
弁
や
相
殺
が
複
数
の
契
約
の
全
体
で
認
め
ら
れ
る
場
面
で
当
事
者
意
思
が
根
拠
に
な

る
か
は
直
ち
に
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
単
一
契
約
に
お
い
て
こ
う
し
た
効
果
が
認
め
ら
れ
る
趣
旨
に
遡
っ
た
上
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
60
）  

フ
ラ
ン
ス
の
意
思
自
律
の
原
則
の
今
日
的
位
相
を
自
由
・
連
帯
主
義
の
対
立
か
ら
描
く
文
献
と
し
て
、
森
田
宏
樹
「
契
約
」
北
村
一
郎
編
『
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
の
二
〇
〇
年
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
六
年
）
三
〇
三
頁
以
下
、
金
山
直
樹
『
現
代
に
お
け
る
契
約
と
給
付
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
三

年
）
三
頁
以
下
参
照
。

渡
邊　

貴
（
わ
た
な
べ　

た
か
し
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
仏
法
学
会

専
攻
領
域　
　

民
法


