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１
　
意
思
能
力
（
第
三
条
の
二
）

　
人
に
関
す
る
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
意
思
能
力
に
関
す
る
規
定
が
、
民
法
典
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
意
思
能
力
を

有
し
な
い
者
の
意
思
表
示
は
無
効
で
あ
る
と
の
判
例
）
（
（

法
理
に
よ
っ
て
、
関
連
す
る
事
例
へ
の
対
応
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　
今
回
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
民
法
改
正
法
案
）
で
は
、
新
た
に
意
思
能
力
に
関
し
、「
法
律
行
為
の
当
事
者
が
意
思

表
示
を
し
た
時
に
意
思
能
力
を
有
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
法
律
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。」
と
の
規
定
が
新
設
さ
れ
、
第
２
章

「
人
」
に
関
す
る
規
定
と
し
て
、
第
１
節
「
権
利
能
力
」
と
第
３
節
「
行
為
能
力
」
と
の
間
に
、
第
２
節
「
意
思
能
力
」
と
し
て
挿
入

さ
れ
た
。
た
だ
、「
人
」
に
関
す
る
規
定
と
し
て
置
か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
本
質
的
に
は
「
意
思
表
示
を
し
た
者
が
、
意
思
能
力

を
有
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
無
効
と
す
る
」
と
い
っ
た
旨
の
規
定
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
審
議
会
で
は
、
一
貫
し
て
意
思
能
力
に
関
し
て
は
、
心
裡
留
保
、
錯
誤
、
詐
欺
と
い
っ
た
法
律
行
為
の
項
目
下
で
審
議
さ
れ
て
き
た

民
法
改
正
法
案
の
構
成
と
そ
の
問
題
点
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こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
法
律
行
為
に
関
連
し
た
規
律
内
容
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、「
法
律
行
為
」
の
「
章
」
の
中
の

「
意
思
表
示
」
の
「
節
」
で
は
な
く
、「
人
」
の
「
章
」
で
規
律
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
の
議
論
の
到
達
点
が
そ
の
ま
ま
の
内
容
で

導
入
さ
れ
た
た
め
、
法
律
行
為
と
関
連
さ
せ
た
規
律
内
容
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
第
３
節
「
行
為
能
力
」
に
関
す

る
規
定
も
、
制
限
行
為
能
力
者
の
「
法
律
行
為
」
と
関
連
さ
せ
た
規
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
意
思
能
力
に
関
し
て
も
、
法
律

行
為
と
絡
め
た
規
定
内
容
で
あ
っ
て
も
、
違
和
感
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
人
の
章
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
に
お
い
て
権
利
能
力
、
意
思
能
力
、
行
為
能
力
と
並
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
・

相
違
を
分
か
り
や
す
く
さ
せ
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
ま
た
人
の
能
力
の
根
本
的
な
と
こ
ろ
を
示
す
と
い
う
意
味
で
も
、
人
の
章
に
置

く
の
が
よ
く
、
そ
し
て
行
為
能
力
と
と
も
に
、
法
律
行
為
と
絡
ん
だ
問
題
に
対
応
す
べ
く
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
考

え
る
。

２
　
法
律
行
為
・
公
序
良
俗
（
第
九
〇
条
）

（
１
）法
律
行
為
総
則

　
民
法
典
に
お
い
て
は
、
第
５
章
「
法
律
行
為
」
の
第
１
節
「
総
則
」
に
お
い
て
、
い
き
な
り
、
法
律
行
為
を
無
効
と
す
る
公
序
良
俗

違
反
（
民
九
〇
条
）
の
規
定
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
よ
り
本
質
的
な
法
律
行
為
の
一
般
的
総
則
規
定
を
そ
の
冒
頭
に

掲
げ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。
審
議
会
の
委
員
・
幹
事
の
多
く
が
そ
う
し
た
意
見
を
持
っ
て
お
り
、
実
際
に
も
、
中
間
試
案

に
お
い
て
、（
１
）法
律
行
為
は
、
法
令
の
規
定
に
従
い
、
意
思
表
示
に
基
づ
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。（
２
）法
律
行
為

に
は
、
契
約
の
ほ
か
、
取
消
し
、
遺
言
そ
の
他
の
単
独
行
為
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
法
律
行
為
の
総
則
的
規
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定
お
よ
び
法
律
行
為
に
は
ど
の
よ
う
な
類
型
が
あ
る
の
か
を
示
す
規
律
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
規
律
の
方
向
に
反
対
す
る
の
が
、
関
係
官
一
人
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
反
対
理
由
は
、「
法
令
の
規
定
に
従
い
、
意
思
表
示

に
基
づ
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
と
い
う
こ
の
こ
と
が
法
律
行
為
の
概
念
を
示
す
に
あ
た
っ
て
、
必
要
に
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
る
の

か
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
私
に
は
今
一
つ
よ
く
わ
か
ら
な
い
）
（
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
対
理
由
が
論
理
的
に
破
綻
し

て
い
る
こ
と
は
、「
法
律
行
為
は
、
…
意
思
表
示
に
基
づ
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
も
の
と
す
る
。」
と
い
う
命
題
は
、
法
律
行
為
は
ど
の

よ
う
な
要
素
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ず
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
）
（
（

、
決
し
て
必
要
十
分
条
件
を
示
し
た
も
の

で
は
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
、
必
要
十
分
条
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
「
定
義
」
づ
け
る
と
、「
法
律
行
為
と
は
、
法

律
効
果
の
発
生
を
目
的
と
し
た
意
思
表
示
に
基
づ
く
合
意
又
は
表
示
を
い
う
。）
（
（

」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
よ
う
な
理
由
で
法
律
行
為
の
一
般
規
定
の
立
法
化
が
実
現
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
立
法
上
の
重

大
な
瑕
瑾
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
規
定
は
な
い
と
し
て
も
、
法
律
行
為
総
則
に
こ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
規
定
が
存
す
る
も
の

と
し
て
、
様
々
な
問
題
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

（
２
）暴
利
行
為

　
公
序
良
俗
を
規
律
す
る
第
九
〇
条
は
、
民
法
九
〇
条
の
僅
か
な
文
言
の
修
正
に
と
ど
ま
り
、
第
二
項
に
暴
利
行
為
に
関
す
る
規
定
は

置
か
れ
な
か
っ
た
。

　
審
議
会
で
は
、
古
い
判
例
）
（
（

法
理
を
基
に
し
て
作
成
さ
れ
た
条
文
案
が
示
さ
れ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
が
、
産
業
界
・
経
済
界
か

ら
の
反
対
が
強
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
反
対
の
意
向
を
反
映
さ
せ
た
修
正
案
を
提
示
す
れ
ば
、
今
度
は
、
規
律
と
し
て
不
十
分
で
あ
る

と
の
反
対
意
見
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
ま
と
め
る
こ
と
の
最
も
困
難
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
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暴
利
行
為
に
関
し
て
は
、
社
会
状
況
の
変
化
・
進
展
に
伴
い
、
今
後
新
た
な
形
態
の
暴
利
行
為
が
出
現
し
て
く
る
可
能
性
も
否
定
で

き
ず
、
そ
れ
ら
を
射
程
に
収
め
た
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
確
か
に
難
し
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
法
理
を
基
礎
と
し
て
、

学
説
の
展
開
な
ど
を
参
考
と
し
な
が
ら
新
し
い
類
型
の
暴
利
行
為
に
も
対
応
で
き
る
解
釈
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

民
法
で
の
立
法
化
が
実
現
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
次
善
の
策
と
し
て
、
消
費
者
契
約
法
な
ど
の
特
別
法
に
お
い
て
、
新
し
い
類
型
に
即

応
で
き
る
よ
う
に
立
法
化
を
含
め
た
対
応
を
し
て
い
く
と
い
う
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。

３
　
錯
誤
（
第
九
五
条
）

（
１
）要
素
の
錯
誤

　
審
議
会
で
最
も
激
し
い
議
論
の
対
象
と
さ
れ
た
項
目
の
一
つ
と
し
て
錯
誤
が
あ
る
。
民
法
九
五
条
本
文
で
は
、「
意
思
表
示
は
、
法

律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
き
は
、
無
効
と
す
る
。」
と
い
う
簡
単
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
要
素
の
錯

誤
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、「
表
意
者
は
錯
誤
を
し
て
い
な
け
れ
ば
意
思
表
示
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
通
常
人
も

意
思
表
示
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
要
素
の
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
」
と
す
る
判
例
）
（
（

法
理
が
確
立
し
て
お
り
、
こ
れ
が

主
観
的
因
果
性
と
客
観
的
重
要
性
の
判
断
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
要
素
の
錯
誤
の
規
律
に
関
し
、
統
一
法
秩
序
の
中
で
こ
う
し
た
構
成
と
最
も
近
似
し
た
規
定
を
有
す
る
の
が
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際

商
事
契
約
原
則
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

当
事
者
が
錯
誤
に
よ
り
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
錯
誤
に
陥
っ
た
当
事
者
と

同
じ
状
況
に
置
か
れ
た
合
理
的
な
者
が
、
真
の
事
情
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
実
質
的
に
異
な
る
条
項
の
も
と
で
の
み
契
約
を
締
結
し
、
ま

た
は
契
約
を
全
く
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
に
、
錯
誤
が
契
約
締
結
時
に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
…
）
（
（

｣

と
し
て
お
り
、
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表
意
者
の
因
果
性
を
当
然
の
前
提
と
し
な
が
ら
、
合
理
人
基
準
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
、
改
正
案
で
は
、
第
九
五
条
第
一
項
柱
書
に
お
い
て
、｢

意
思
表
示
は
、
次
に
掲
げ
る
錯
誤
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
錯
誤
が
法
律
行
為
の
目
的
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。｣

と

さ
れ
、
第
一
号
に

｢

意
思
表
示
に
対
応
す
る
意
思
を
欠
く
錯
誤｣

と
い
う
表
示
錯
誤
が
お
か
れ
、
第
二
号
に

｢

表
意
者
が
法
律
行
為
の

基
礎
と
し
た
事
情
に
つ
い
て
の
そ
の
認
識
が
真
実
に
反
す
る
錯
誤｣

と
い
う
動
機
の
錯
誤
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
解
釈
に
よ

っ
て
、
一
定
の
動
機
の
錯
誤
を
錯
誤
に
取
り
込
む
工
夫
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
動
機
の
錯
誤
が
錯
誤
に
包
摂
さ
れ
た
。

　
ま
ず
、
従
来
の
要
素
の
錯
誤
に
相
当
す
る
第
九
五
条
第
一
項
柱
書
の
部
分
の

｢

錯
誤
が
法
律
行
為
の
目
的
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念

に
照
ら
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る｣

と
い
う
要
件
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
事
務
当
局
の
説
明
で
は
、
こ
れ
は
従
来
の
主
観
的
因
果
性
と

客
観
的
重
要
性
の
二
つ
の
要
件
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
）
（
（

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
変
更
が
生
じ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

法
律
行
為
の
目
的｣

と
い
う
文
言
か
ら
は
、
表
意
者
の
主
観
的
因
果
性
の
み
な
ら
ず
相
手
方
の
主
観
的

因
果
性
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
そ
の
規
範
的
評
価
が
介
入
す
る
。
ま
た

｢

取
引
上
の
社
会
通
念｣

か
ら
は
、
従
来
の

｢

客
観
的
重
要
性｣

が
よ
り
客
観
的
規
範
的
に
評
価
さ
れ
る
要
素
が
強
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
表
意
者
と
通
常
人
の
行
為
態
様

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
も
の
か
ら
、
人
的
な
側
面
で
は
、
表
意
者･

相
手
方･

通
常
人
へ
と
対
象
が
拡
大
さ
れ
、
さ
ら
に
客
観
的

か
つ
多
様
な
要
素
を
判
断
対
象
と
し
た
よ
り
き
め
細
や
か
な
判
断
を
可
能
と
す
る
も
の
へ
と
変
容
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

（
２
）動
機
の
錯
誤

　
第
九
五
条
第
一
項
で
、｢

表
意
者
が
法
律
行
為
の
基
礎
と
し
た
事
情
に
つ
い
て
の
そ
の
認
識
が
真
実
に
反
す
る
錯
誤｣

と
い
う
い
わ
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ゆ
る
動
機
の
錯
誤
が
、
錯
誤
規
定
に
取
り
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
動
機
の
錯
誤
は
、
第
二
項
に
お
い
て

｢

そ
の
事
情
が
法
律
行
為

の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
た
と
き
に
限
り｣

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
に
関
す
る
事
務
当

局
の
説
明
で
は
、
こ
れ
も
判
例
法
理
の
到
達
点
を
踏
ま
え
た
忠
実
な
明
文
化
で
あ
る
）
（
（

と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
判
例
法
理
が
、｢

表
意
者
の
動
機
が
表
示
さ
れ
、
そ
れ
が
法
律
行
為
（
意
思
表
示
）
の
内
容
と
な
っ
た
と
き｣

と
い
う
も

の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
文
言
を
見
る
限
り
、｢

そ
の
事
情
が
法
律
行
為
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
た
と
き
に

限
り｣

と
い
う
よ
う
に
、｢

表
示｣

ま
で
し
か
表
現
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
こ
れ
で
は
判
例
法
理
の
一
部
し
か
明
文
化
さ
れ
て
は
い
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
局
そ
れ
で
は
判
例
法
理
の
内
容
が
変
更
さ
れ
て
採
り
入
れ
ら
れ
た
と
の
評
価
を
受
け
て
も
仕
方
が
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
文
化
が
な
さ
れ
た
理
由
を
推
察
す
る
と
、｢

法
律
行
為
（
意
思
表
示
）
の
内
容
に
な
る｣

と

い
う
と
こ
ろ
で
は
意
見
が
先
鋭
に
対
立
し
軌
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
致
が
見
ら
れ
る

｢

表
意
者
の
動
機
が
表

示
さ
れ
て｣

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
が
、｢
議
論
の
到
達
点｣

と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
民
法
典
の
他
の
意
思
表
示
規
定
、
心
裡
留
保
、
虚
偽
表
示
、
詐
欺
又
は
強
迫
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
相
手
方
の
態
様
を
も
顧
慮
し

た
規
律
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
錯
誤
規
定
に
お
い
て
は
、
表
意
者
の
態
様
に
も
っ
ぱ
ら
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
日
本
法
の
構
成
は
、
比
較
法
的
に
見
る
と
か
な
り
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
統
一
法
秩
序
の
規
定
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
で
は
、｢
相
手
方
が
、
同
じ
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
場
合
、
錯
誤
当
事
者
の
錯
誤
を

生
じ
さ
せ
た
場
合
ま
た
は
そ
の
錯
誤
を
知
り
も
し
く
は
知
る
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
、
錯
誤
当
事
者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
ま
ま
に
す
る
こ
と

が
公
正
な
取
引
に
つ
い
て
の
商
取
引
上
の
合
理
的
な
基
準
に
反
す
る
と
き
）
（1
（

｣
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
で
は
、｢

相
手
方
が
錯
誤
を

知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
錯
誤
者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
が
信
義
誠
実
及
び
公
正
取
引
に
反
す
る
場
合
）
（（
（

｣

、

共
通
参
照
枠
草
案
で
は
、｢

錯
誤
者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
ま
ま
の
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
錯
誤
に
よ
る
当
該
契
約
の
締
結
を
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も
た
ら
し
た
こ
と
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
当
該
錯
誤
を
知
り
、
又
は
知
っ
て
い
た
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
信

義
誠
実
及
び
取
引
社
会
の
公
正
に
反
す
る
と
き
に
限
る
）
（1
（

。｣

、
共
通
欧
州
売
買
法
草
案
で
は
、
相
手
方
が
、｢

当
該
錯
誤
を
知
り
ま
た
は

知
る
こ
と
を
期
待
し
得
た
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
錯
誤
に
か
か
わ
る
情
報
を
指
摘
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
締
結
を

さ
せ
た
こ
と
。
た
だ
し
、
信
義
誠
実
と
公
正
取
引
に
照
ら
せ
ば
、
相
手
方
が
錯
誤
を
認
識
し
指
摘
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
要

す
る
）
（1
（

。｣

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
共
通
の
規
律
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、
相
手
方
の
認
識
可
能
性
と
い
う
相
手
方
の
主
観
的
態

様
の
規
範
的
評
価
が
な
さ
れ
る
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
信
義
誠
実
及
び
公
正
取
引
と
い
う
客
観
的
規
範
的
評
価
が
加
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
判
例
法
理
が

｢

動
機
が
表
示
さ
れ
て
法
律
行
為
（
意
思
表
示
）
の
内
容
に
な
っ
た｣

と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
契

約
と
い
う
法
律
行
為
の
内
容
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
相
手
方
の
主
観
的
態
様
を
取
り
込
み
、
そ
れ
を
規
範
的
に
評
価
し
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
、
改
正
案
の
条
文
を
い
か
に
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
第
九
五
条
第
一
項
柱
書
の

｢

錯
誤
が
法
律
行
為
の

目
的
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
き｣

、
か
つ
、
第
二
項
で
、
法
律
行
為
の
基
礎
と
し
た

｢

事
情
が

法
律
行
為
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
た
と
き｣

に
動
機
の
錯
誤
が
取
り
消
し
う
る
も
の
と
な
る
。
契
約
の
場
合
に
、

｢

法
律
行
為
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
た｣
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
当
然
相
手
方
の
関
与
が
前
提
と
な
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
に
相
手
方
の
主
観
的
態
様
を
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
一
項
の
柱
書
の
取
引
上
の
社
会
通
念
を
も
併
せ
て
規
範

的
に
評
価
し
て
判
断
す
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、｢

動
機
が
表
示
さ
れ
て
法
律
行
為
（
意
思
表
示
）
の
内
容
に
な
っ
た｣

と
す
る
従
来

の
判
例
法
理
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
さ
ら
に
よ
り
実
態
に
即
し
た
解
釈
論
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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４
　�｢

第
３
編
　
債
権
　
第
１
章
　
総
則｣

の
冒
頭
に
、
債
権･

債
務
の
内
容
お
よ
び
債
務
の
「
不
履

行
」
に
関
す
る
規
定
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と

　
民
法
典
債
権
編
の
第
１
章
「
総
則
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
第
１
節
「
債
権
の
目
的
」、
第
２
節
「
債
権
の
効
力
」
の
規
定

が
置
か
れ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
こ
の
冒
頭
部
分
に
た
と
え
ば
、「
債
務
と
は
、
法
律
関
係
の
当
事
者
の
一
方
で
あ
る
債
務
者
が
、

相
手
方
で
あ
る
債
権
者
に
対
し
て
負
う
履
行
義
務
を
い
う
）
（1
（

」
と
い
っ
た
よ
う
に
債
権
・
債
務
と
は
何
か
に
つ
い
て
わ
か
る
よ
う
な
根
本

的
な
規
定
を
置
き
、
債
権
編
の
債
権
・
債
務
の
解
釈
の
基
礎
を
提
供
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、「
債
権
の
効
力
」
の
節
に

お
い
て
も
、
ま
ず
は
債
権
の
基
本
的
効
力
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
特
に
本
来
的
履
行
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を

明
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
第
四
一
二
条
の
二
第
一
項
の
履
行
不
能
の
規
定
に
お
い
て
、「
債
務
の
履
行
が
契

約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
不
能
で
あ
る
と
き
は
、
債
権
者
は
、
そ
の
債
務
の
履
行
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
さ
れ
て
お
り
、「
裏
」
か
ら
履
行
請
求
権
の
存
在
が
示
さ
れ
た
形
と
は
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
債
務
の

「
不
履
行
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
民
法
四
一
五
条
の
損
害
賠
償
の
規
定
か
ら
独
立
さ
せ
て
規
定
し
、
そ
の
効
果
が
損
害
賠
償
の
み
に

と
ど
ま
ら
ず
、「
不
履
行
」
の
場
合
の
法
的
救
済
と
し
て
の
履
行
請
求
権
（
不
履
行
が
な
い
段
階
で
の
本
来
的
履
行
請
求
権
と
区
別
す

る
た
め
に
追
履
行
請
求
権
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
）、
契
約
債
務
の
場
合
に
は
契
約
解
除
権
を
も
導
く
概
念
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
不
履
行
」
の
箇
所
で
は
、
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
不
履
行
の
場
合
に
、

い
ず
れ
の
救
済
手
段
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
が
な
い
た
め
に
個
別
に
様
々
な
箇

所
で
規
定
を
設
け
ね
ば
な
ら
ず
、
実
際
に
売
買
の
と
こ
ろ
で
ち
ょ
っ
と
し
た
規
定
の
遺
漏
（
第
五
六
五
条
参
照
）
も
見
受
け
ら
れ
る
。
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そ
こ
で
、
改
正
案
で
は
、
債
権
・
債
務
の
内
容
、
債
権
の
効
力
に
お
け
る
本
来
的
履
行
請
求
権
、
債
務
不
履
行
の
内
容
、
そ
の
法
的

効
果
、
債
権
者
の
不
履
行
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
位
置
づ
け
等
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
導
く
こ
と
に
な
る
。

５
　
善
管
注
意
義
務
の
変
質
（
第
四
〇
〇
条
）

　
こ
れ
ま
で
民
法
四
〇
〇
条
ほ
か
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
の
内
容
が
変
質
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
善
管
注
意
義
務
は
、
債
務
の
種
類
、
契
約
の
趣
旨
、
目
的
、
行
為
者
の
属
性
等
か
ら
導
か
れ
る
当
該
行
為
を
行
う
べ
き
通
常

人
が
果
た
す
べ
き
合
理
的
注
意
義
務
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
そ
の
行
為
の
専
門
家
で
あ
る
の
か
全
く
の
素
人
で
あ
る

の
か
と
い
っ
た
属
性
に
よ
っ
て
注
意
義
務
の
水
準
が
変
動
す
る
抽
象
的
過
失
の
認
定
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　
今
般
の
改
正
の
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
が
、
契
約
債
務
の
不
履
行
に
お
い
て
「
過
失
責
任
主
義
」
を
採
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
明
確
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
判
例
・
実
務
が
過
失
責
任
主
義
に
依
拠
し
て
い
た
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第

四
一
五
条
の
損
害
賠
償
と
そ
の
免
責
、
売
買
の
担
保
責
任
の
構
成
に
お
い
て
、
債
務
者
に
過
失
が
な
い
場
合
に
も
損
害
賠
償
責
任
を
認

め
る
い
わ
ゆ
る
「
結
果
債
務
」
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
物
の
売
買
に
お
け
る
特
定
物
の
引
渡
し
に
お
い
て
は
、

結
果
債
務
で
あ
り
不
可
抗
力
等
の
免
責
事
由
が
な
け
れ
ば
、
過
失
が
な
く
て
も
債
務
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
る
。
新
た
に
設
け
ら
れ
た
第
四
〇
〇
条
の
規
定
で
は
、「
債
権
の
目
的
が
特
定
物
の
引
渡
し
で
あ
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
そ
の
引

渡
し
を
す
る
ま
で
、
契
約
そ
の
他
の
債
権
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
定
ま
る
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ

て
、
そ
の
物
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
て
お
り
、
結
果
債
務
の
場
合
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の

抽
象
的
過
失
の
基
準
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
変
動
す
る
義
務
の
基
準
と
し
て
用
い
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。



四
八

　
し
た
が
っ
て
、
改
正
案
で
は
、
善
管
注
意
義
務
違
反
≠
過
失
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

６
　
履
行
不
能
（
第
四
一
二
条
の
二
）

（
１
）第
一
項
（
履
行
不
能
）

　
こ
れ
ま
で
民
法
典
で
は
、
債
務
の
履
行
が
不
能
で
あ
る
と
き
、
債
権
者
は
そ
の
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
を
明
示
す
る
よ
う
な
規
定
は
存
し
な
か
っ
た
（
こ
れ
に
関
連
す
る
規
定
と
し
て
、
民
四
一
五
・
五
三
六
・
五
四
三
条
は
存
在
し

た
）。
一
方
、
判
例
・
実
務
で
は
、
物
理
的
不
能
以
外
に
、
事
実
的
不
能
、
法
律
的
不
能
、
経
済
的
不
能
等
、
社
会
通
念
上
の
不
能
と

い
わ
れ
る
も
の
に
ま
で
拡
大
し
て
運
用
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
実
態
に
鑑
み
て
、
審
議
会
の
議
論
で
は
、
社
会
通
念
上
の
不
能
を
含
め
て
、
履
行
不
能
を
類
型
化
し
て
示
そ
う
と
い
う

方
向
に
あ
り
、
中
間
試
案
で
は
、
類
型
化
と
し
て
は
不
充
分
な
が
ら
も
「
ア
　
物
理
的
な
不
能
　
イ
　
履
行
に
要
す
る
費
用
の
著
し
い

過
大
性
　
ウ
　
そ
の
他
、
当
該
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
債
務
者
に
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
由
」

と
い
っ
た
よ
う
な
類
型
化
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
殊
に
ウ
は
い
わ
ゆ
る
受
け
皿
規
定
で
あ
り
、
今
後
生
じ
う
る
か
も
し
れ
な
い
新
た
な

類
型
に
も
広
く
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
終
的
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
類
型
化
を
廃
し
て
、
逆
に
こ
れ
ら
を
統
合
し
て
一
つ
の
規
定
と
し
た

よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
債
務
の
履
行
が
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
不
能

で
あ
る
と
き
は
、
債
権
者
は
、
そ
の
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
さ
れ
、
社
会
通
念
上
の
不
能
が
、「
不
能
」
に

取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
不
能
の
類
型
を
明
示
す
る
こ
と
で
基
準
が
明
確
に
な
る
と
こ
ろ
、
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契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
「
不
能
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
い
さ
さ
か
迂
遠
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
実
務
に
反
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
改
正
案
の
下
で
も
こ
れ
ま
で
の
運
用
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。

（
２
）第
二
項
（
原
始
的
不
能
）

　
こ
れ
ま
で
判
例
で
は
、
契
約
締
結
時
に
そ
の
契
約
上
の
債
務
の
履
行
が
不
能
で
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
契
約
は
原
始
的
に
不
能
で
あ

っ
て
無
効
で
あ
る
）
（1
（

と
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
比
較
法
的
に
は
、
契
約
締
結
時
に
債
務
の
履
行
が
不
能
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
で
、
契
約
の
有
効
性
は
影
響
を
受

け
な
い
）
（1
（

と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
契
約
に
関
す
る
財
産
を
処
分
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
で
、
契
約
の
有
効

性
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
人
物
売
買
等
の
法
律
的
不
能
も
社
会
通
念
上
の
不
能
で
は

あ
る
が
、
契
約
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た
社
会
通
念
上
の
不
能
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
契
約
締
結
後
に
目
的
財
産
を

取
得
し
た
り
、
処
分
権
限
を
取
得
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
を
想
定
し
た
規
定
）
（1
（

で
あ
る
。
日
本
法
で
も
、
他
人
物
売
買

（
民
五
六
〇
条
）
の
規
定
の
存
在
は
、
こ
う
し
た
原
始
的
不
能
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
契
約
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
当
初
は
、
こ
う
し
た
統
一
法
秩
序
の
規
律
を
導
入
し
て
、
原
始
的
不
能
の
契
約
で
あ
っ
て
も
「
契
約
の
有
効
性
は
影
響
を
受
け
な

い
」
と
い
っ
た
方
向
で
規
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
、「
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
履
行
が
そ
の
契
約
の
成
立
の
時
に

不
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
第
四
一
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
履
行
の
不
能
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。」
と
さ
れ
、
契
約
の
有
効
性
に
影
響
は
な
い
と
す
る
文
言
に
代
え
、
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
み
が
規
定
さ
れ
た
。
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確
か
に
実
際
の
ケ
ー
ス
で
は
損
害
賠
償
で
す
む
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
が
、
解
除
等
ほ
か
の
効
果
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
審
議
会
で

は
当
然
異
論
が
出
さ
れ
て
は
い
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
規
定
で
は
不
都
合
だ
と
思
わ
れ
る
重
大
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
原
始
的
に
不
能
な
契
約

が
、
そ
の
後
の
社
会
状
況
の
変
化
等
に
よ
っ
て
、「
可
能
」
と
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
法
律
に
よ
っ
て
販
売

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
目
的
物
の
売
買
に
お
い
て
、
そ
の
法
律
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
、
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
目
的
物
の
輸
出

入
禁
止
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
売
買
の
目
的
物
の
指
輪
を
既
に
海
に
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
引
揚
げ
は
技
術
的
に
は
可
能
で

あ
る
が
、
そ
の
引
揚
げ
に
は
過
分
の
費
用
を
要
す
る
場
合
で
、
契
約
が
解
除
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
自
己
の
信
用
を
保
持
し
た
い
債
務

者
が
過
分
の
費
用
を
賭
し
て
目
的
物
を
引
き
揚
げ
履
行
の
提
供
を
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
、
債
務
の
履
行
は
原
始
的
に
不

能
で
あ
る
が
、
契
約
が
解
除
さ
れ
な
い
限
り
、
債
務
者
に
よ
る
履
行
の
実
現
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
場
合
、

第
四
一
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
で
は
、
効
果
と
し
て
損
害
賠
償
の
み
を
挙
げ
て
お
り
、
や
は
り
不
十
分
な
規
律
だ
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。
こ
こ
は
解
釈
に
よ
る
修
正
ま
た
は
補
充
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
つ
ま
り
、「
契
約
締
結
時
に
債
務
の
履
行
が
不
能
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
の
み
で
、
契
約
の
有
効
性
は
影
響
を
受
け
な
い
」
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
効
果
の
代
表
的
例
の

一
つ
と
し
て
損
害
賠
償
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
る
と
い
っ
た
解
釈
の
方
向
で
あ
る
。

７
　
受
領
遅
滞
（
第
四
一
三
・
四
一
三
条
の
二
第
二
項
）

（
１
）第
四
一
三
条

　
改
正
案
の
受
領
遅
滞
の
制
度
は
、
民
法
四
一
三
条
の
規
定
か
ら
、
受
領
遅
滞
の
場
合
に
「
債
権
者
は
、
履
行
の
提
供
が
あ
っ
た
時
か
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ら
遅
滞
の
責
任
を
負
う
」
と
す
る
受
領
遅
滞
の
債
権
者
の
一
般
的
遅
滞
の
責
任
を
認
め
て
い
た
部
分
が
削
除
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。

ま
た
債
権
者
の
一
般
的
受
領
義
務
を
認
め
る
規
定
も
設
け
ら
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
い
く
つ
か
の
個
別
的
効
果
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

そ
れ
は
、
受
領
遅
滞
の
場
合
に
履
行
の
提
供
を
し
た
債
務
者
の
注
意
義
務
が
自
己
の
財
産
に
対
す
る
の
と
同
一
の
注
意
へ
と
軽
減
さ
れ

（
第
四
一
三
条
第
一
項
）、
受
領
遅
滞
に
よ
っ
て
履
行
の
費
用
が
増
加
し
た
と
き
は
、
そ
の
増
加
額
を
債
権
者
が
負
担
す
る
と
い
う
こ
と

（
第
四
一
三
条
第
二
項
）、
さ
ら
に
受
領
遅
滞
の
場
合
に
履
行
の
提
供
時
以
降
に
当
事
者
双
方
の
帰
責
事
由
な
し
に
履
行
不
能
と
な
っ
た

と
き
に
、
そ
の
履
行
不
能
が
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
（
第
四
一
三
条
の
二
第
二
項
）
で
あ

る
。

　
こ
の
受
領
遅
滞
に
お
い
て
審
議
会
の
意
見
で
は
、
受
領
義
務
な
る
一
般
的
義
務
を
債
権
総
則
に
掲
げ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
意
見

が
大
勢
を
占
め
た
。
ま
た
売
買
等
の
個
別
の
契
約
類
型
に
お
い
て
も
受
領
義
務
の
規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
受
領
と
い
う
狭
い
局
面

に
過
度
に
傾
斜
し
た
法
制
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
債
権
総
則
に
受
領
義
務
を
置
か
な
か
っ
た
こ
と
は
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
受
領
義
務
を
必
要
と
す
る
一
定
の
契
約
類
型
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
受
領
義
務
を
解
釈
に
よ
っ
て
認
め
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

　
比
較
法
的
に
は
、
債
権
者
・
債
務
者
間
に
お
い
て
、
当
事
者
双
方
に
相
手
方
の
債
務
の
履
行
の
た
め
に
協
力
す
べ
き
義
務
が
一
般
的

に
認
め
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。
本
来
、
債
権
者
と
債
務
者
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
債
務
を
有
し
、
債
権
を
有
す
る
と
い
う
関
係
が
存
す
る
の
で

あ
り
、
こ
の
意
味
で
両
当
事
者
と
も
に
自
己
の
債
務
の
実
現
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
事
者
双
方
は
、
主
た
る
債
務

以
外
に
様
々
な
付
随
義
務
・
保
護
義
務
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
両
当
事
者
は
互
い
に
協
力
し
て
そ
れ
ら
の
義
務
を
果
た
し
な
が
ら
誠
実
に

そ
れ
ぞ
れ
の
債
務
内
容
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
、
債
権
・
債
務
関
係
の
根
幹
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
債
権
・
債
務
内
容

の
理
解
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
の
権
利
の
側
面
に
過
度
に
傾
斜
し
た
日
本
の
法
制
は
、
未
だ
債
権
・
債
務
の
本
質
的
理
解
に
は
至
っ
て
い
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な
い
と
評
価
さ
れ
て
も
致
し
方
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
債
権
者
も
債
務
者
と
同
じ
く
反
対
債
務
の
債
務
者
で
あ
る
か
ら
、
両

当
事
者
は
等
し
く
そ
れ
ぞ
れ
権
利
・
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
法
で
は
債
権
者
の
義
務
の
側
面
に
関
す
る
規
律
が
き
わ
め

て
不
十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
双
方
特
に
債
権
者
に
少
な
く
と
も
、
一
般
的
「
協
力
義
務
」
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と

考
え
る
。
そ
こ
で
、
債
権
者
・
債
務
者
間
に
は
一
般
的
協
力
義
務
の
存
す
る
こ
と
を
解
釈
に
よ
っ
て
認
め
、
債
権
・
債
務
関
係
の
諸
問

題
を
解
決
し
て
い
く
う
え
で
の
一
つ
の
重
要
な
要
素
と
し
て
活
か
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
債
権
者
・
債
務
者
間

の
一
般
的
協
力
義
務
か
ら
、
一
定
の
契
約
類
型
に
お
い
て
は
受
領
義
務
を
導
く
こ
と
が
で
き
、
付
随
的
義
務
の
違
反
の
一
つ
と
し
て
の

処
理
が
可
能
と
な
る
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
一
般
的
協
力
義
務
も
、
何
も
「
受
領
遅
滞
」
の
局
面
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
よ
り
本
質
的
に
は
や
は
り
、

債
権
編
第
１
章
「
総
則
」
第
２
節
「
債
権
の
効
力
」
の
と
こ
ろ
に
、
債
権
者
・
債
務
者
間
の
一
般
的
協
力
義
務
と
し
て
置
く
べ
き
も
の

と
考
え
る
。

（
２
）第
四
一
三
条
の
二
第
二
項

　
第
四
一
三
条
の
二
第
二
項
に
設
け
ら
れ
た
新
た
な
規
定
は
、
売
買
契
約
に
お
け
る
特
定
物
の
引
渡
時
危
険
移
転
説
の
採
用
（
第
五
六

七
条
第
一
項
）
と
相
ま
っ
て
、
こ
こ
債
権
総
則
で
は
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
の
移
転
を
宣
明
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
と
整
合
さ
せ
る
た
め
に
売
買
契
約
に
お
い
て
も
、
目
的
物
の
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
の
買
主
移
転
が
規
定
さ
れ

る
（
第
五
六
七
条
第
二
項
）。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
取
立
債
務
に
お
い
て
、
債
務
者
が
口
頭
（
言
語
上
）
の
提
供
を
し
た
場
合
で
、

債
権
者
が
受
領
遅
滞
と
は
な
ら
な
い
間
（
取
立
て
に
赴
い
て
い
る
途
中
）
に
、
当
事
者
双
方
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由

に
よ
っ
て
そ
の
債
務
の
履
行
が
不
能
と
な
っ
た
と
き
は
、
債
権
者
は
受
領
遅
滞
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
履
行
の
不
能
は
債
権
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者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
九
九
回
会
議
で
、
受
領
遅
滞
中
、
履
行
提
供
が
あ
っ
た
の
と
同
時
に
履
行
不
能
と
な
る
場
合
に
、
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
あ
る
も

の
と
み
な
さ
れ
て
、
債
権
者
が
こ
の
場
合
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
以
外
の
解
釈
は
と
れ
な
い
の
か
と
い
う
質

問
）
（1
（

が
あ
っ
た
が
、
改
正
案
の
基
本
的
な
構
成
で
は
、
引
渡
時
危
険
移
転
と
そ
れ
を
補
完
す
る
受
領
遅
滞
危
険
移
転
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

本
規
定
は
、
債
権
者
が
受
領
遅
滞
に
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
は
債
権
者
が
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
と
い
う
の
が
体

系
上
整
合
的
な
理
解
か
と
思
わ
れ
る
。

　「
４
」の
債
務
の
「
不
履
行
」
に
関
す
る
規
定
の
欠
如
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
不
履
行
の
場
合

に
、
債
権
者
は
い
ず
れ
の
法
的
救
済
手
段
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い

た
。
本
規
定
に
お
い
て
も
、
債
権
者
が
そ
の
他
の
権
利
行
使
、
す
な
わ
ち
、
履
行
請
求
権
、
損
害
賠
償
請
求
権
、
契
約
債
務
の
場
合
の

契
約
解
除
権
等
の
権
利
行
使
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
規
定
す
る
重
要
な
機
会
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
機
を
逸
し
た
。

も
っ
と
も
、
他
の
規
定
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
は
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
履
行
の
請
求
は
第
四
一
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り

で
き
な
い
し
、
損
害
賠
償
の
請
求
は
第
四
一
五
条
た
だ
し
書
に
よ
り
排
除
さ
れ
、
そ
し
て
契
約
債
務
の
場
合
は
第
五
四
三
条
に
よ
り
契

約
の
解
除
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
本
条
本
項
に
明
示
規
定
が
な
い
こ
と
は
、
一
般
市
民
に
と
っ
て
と
う
て
い
使
い
勝
手
の
良

い
規
律
と
は
い
え
ま
い
。
ち
な
み
に
、
売
買
契
約
に
お
い
て
初
め
て
危
険
移
転
時
以
降
の
両
当
事
者
に
帰
責
事
由
の
な
い
目
的
物
の
滅

失
・
損
傷
に
対
し
て
、
買
主
が
履
行
の
追
完
の
請
求
、
代
金
の
減
額
の
請
求
、
損
害
賠
償
の
請
求
及
び
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
（
第
五
六
七
条
参
照
）。
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８
　
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
と
そ
の
免
責
（
第
四
一
五
条
）

（
１
）債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
し
な
い
と
き

　
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
規
定
す
る
第
四
一
五
条
に
お
い
て
「
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
し
な
い
と
き
」
と
い
う
表
現

が
み
ら
れ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
債
権
総
則
の
冒
頭
部
分
に
は
、
債
務
の
「
不
履
行
」
の
一
般
的
規
定
は
掲
げ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
こ

こ
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
の
文
言
、
す
な
わ
ち
「
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
債
務
の
「
不

履
行
」
の
統
一
要
件
を
解
釈
に
よ
っ
て
導
く
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
実
は
こ
の
「
本
旨
に
従
っ
た
履
行
」
な
る
表
現
は
、
審
議
会
の
議
論
に
も
全
く
上
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
民
法
の
一
部
改

正
と
い
う
趣
旨
に
則
し
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
べ
き
根
幹
的
部
分
は
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
が
基
本
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
こ
れ

ま
で
の
判
例
・
実
務
の
蓄
積
と
の
断
絶
を
招
く
こ
と
な
く
、
今
後
も
継
続
し
た
運
用
を
可
能
と
し
た
い
し
、
ま
た
入
れ
る
べ
き
だ
と
の

事
務
当
局
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
不
履
行
の
統
一
要
件
が
、
損
害
賠
償
か
ら
独
立
し
た
規
定
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
そ
の
手
が
か
り

と
な
る
表
現
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
解
釈
に
よ
っ
て
不
履
行
の
統
一
要
件
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
な
お
、
統
一
要
件

を
解
釈
に
よ
っ
て
導
く
こ
と
で
、
将
来
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
あ
ら
ゆ
る
「
不
履
行
」
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
実
益

も
あ
る
が
、
統
一
要
件
を
導
き
な
が
ら
、
そ
の
類
型
化
、
た
と
え
ば
、
履
行
遅
滞
、
履
行
不
能
、
不
完
全
履
行
ほ
か
の
類
型
を
基
に
し

た
解
釈
論
の
展
開
も
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
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（
２
）契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て

　
審
議
会
の
議
論
で
は
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
の
存
否
に
際
し
、
そ
れ
を
「
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
」
判
断
す
る
と
い

う
意
見
が
有
力
で
あ
り
、
こ
れ
で
ほ
ぼ
議
論
の
一
致
を
見
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、「
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
」
か
ら
「
契
約
そ
の
他

の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
事
務
当
局
に
よ
る
説
明
で
は
、
こ
れ
は
決
し
て

「
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
」
に
関
す
る
審
議
会
の
議
論
の
内
容
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
当
事
者
の
主
観
的
要
素
の
強
い
概
念
か
ら
、
よ
り
客
観
的
規
範
的
判
断
要
素
の
強
い
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の

判
例
・
実
務
と
の
継
続
性
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
し
た
い
と
の
事
務
当
局
の
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

　
事
務
当
局
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
」
な
る
表
現
は
、
比
較
法
的
に
見

る
と
、
極
め
て
近
似
す
る
も
の
が
共
通
参
照
枠
草
案
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
債
務
の
内
容
は
、
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
、
法

令
若
し
く
は
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
慣
習
若
し
く
は
慣
行
又
は
裁
判
所
の
命
令
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
11
（

」
と
さ
れ
、
そ
し

て
債
務
の
履
行
等
に
際
し
て
は
、「
信
義
誠
実
及
び
取
引
の
公
正
に
従
う
義
務
を
負
う
）
1（
（

」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
契
約
を
解
釈
す
る
に
あ

た
っ
て
、
考
慮
す
る
べ
き
事
情
と
し
て
、（
ａ
）
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
き
の
事
情
（
ｂ
）
当
事
者
の
行
為
（
ｃ
）
当
事
者
双
方
が
そ

の
契
約
で
用
い
た
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
条
項
又
は
表
現
に
対
し
て
既
に
与
え
て
い
た
解
釈
及
び
当
事
者
間
で
確
立
し
た
慣
行（
ｄ
）

当
該
活
動
分
野
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
条
項
又
は
表
現
に
対
し
て
一
般
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
及
び
そ
の
よ
う
な
条
項
又
は
表
現
に

つ
い
て
既
に
行
わ
れ
て
い
た
解
釈
（
ｅ
）
契
約
の
性
質
及
び
目
的
（
ｆ
）
慣
習
（
ｇ
）
信
義
誠
実
及
び
取
引
の
公
正
、
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
）
11
（

。
そ
こ
で
、
契
約
債
務
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
考
慮
要
素
を
も
勘
案
さ
れ
、
債
務
の
内
容
、
債
務
者
の
行
為
が
判
断
・
評
価
さ

れ
る
。

　
第
四
一
五
条
で
は
、
債
務
の
不
履
行
が
「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
債
務
者
の
責
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め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
要
素
に
よ
り
総
合
判
断
さ
れ
る
。「
契

約
の
趣
旨
」
だ
と
も
ち
ろ
ん
規
範
的
評
価
も
な
さ
れ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
は
両
当
事
者
の
主
観
的
要
素
が
出
発
点
と
し
て
そ
の
根
本
に

あ
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
事
務
当
局
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
表
現
は
、
よ
り
客
観
的
規
範
的
評
価
の
要
素
が
強
い
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
実
務
の
流
れ
に
沿
っ
た
評
価
概
念
だ
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）責
め
に
帰
す
べ
き
事
由

　
第
四
一
五
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
は
、「
そ
の
債
務
の
不
履
行
が
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念

に
照
ら
し
て
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、」
こ
れ
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従

来
と
同
様
に
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
（
帰
責
事
由
）
と
い
う
タ
ー
ム
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因

…
」
と
い
う
修
飾
語
句
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
売
買
に
お
け
る
目
的
物
の
引
渡
債
務
の
よ
う
な
結
果
債
務
で
は
、
債
務
者
に

過
失
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
不
可
抗
力
等
の
免
責
事
由
が
な
け
れ
ば
、
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
構
成
が

明
確
に
採
用
さ
れ
た
。

　
こ
の
意
味
で
は
、
統
一
法
秩
序
に
お
け
る
免
責
の
構
成
と
結
論
的
に
は
一
致
す
る
と
い
え
よ
う
。
統
一
法
秩
序
に
お
け
る
損
害
賠
償

責
任
の
免
責
の
構
造
は
、
た
と
え
ば
、「
当
事
者
は
、
自
己
の
義
務
の
不
履
行
が
自
己
の
支
配
を
超
え
る
障
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と

及
び
契
約
の
締
結
時
に
当
該
障
害
を
考
慮
す
る
こ
と
も
、
当
該
障
害
又
は
そ
の
結
果
を
回
避
し
、
又
は
克
服
す
る
こ
と
も
自
己
に
合
理

的
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
不
履
行
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
）
11
（

」
と
さ
れ
て
お
り
、

履
行
障
害
と
い
う
客
観
的
要
件
と
そ
の
予
見
の
期
待
不
可
能
性
、
プ
ラ
ス
結
果
回
避
の
期
待
不
可
能
性
の
主
観
的
要
件
と
に
よ
っ
て
判

断
さ
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
は
統
一
法
秩
序
に
み
ら
れ
る
共
通
の
構
成
で
あ
る
（
共
通
参
照
枠
草
案
で
は
、
予
見
の
期
待
不
可
能
性
要
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件
が
落
と
さ
れ
て
い
る
）。

　
判
例
に
み
る
民
法
四
一
五
条
の
損
害
賠
償
責
任
の
対
象
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
安
全
配
慮
義
務
や
診
療
債
務
等
の
い
わ
ゆ
る
手
段
債

務
で
あ
る
）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
実
務
的
に
は
、
債
務
者
の
行
為
義
務
に
対
し
て
合
理
的
注
意
義
務
が
果
た
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
の
「
過

失
」
認
定
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
統
一
法
秩
序
の
主
観
的
要
件
、
す
な
わ
ち
予
見
の
期
待
不
可
能

性
と
結
果
回
避
の
期
待
不
可
能
性
は
「
過
失
」
の
判
断
基
準
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
表
現
、「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」、
債
務
者
の
帰
責

事
由
の
存
否
を
判
断
す
る
場
合
に
は
、
主
観
的
要
素
お
よ
び
客
観
的
要
素
を
総
合
考
慮
し
た
規
範
的
評
価
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た

実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
多
く
が
「
過
失
」
の
存
否
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
判
例
・
実
務
が
長
い
間

実
践
し
て
き
た
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
た
膨
大
な
判
例
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
し
か
も
世
界
的
基
準

に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
妥
当
な
帰
結
を
導
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

９
　
過
失
相
殺
（
第
四
一
八
条
）

　
過
失
相
殺
に
関
し
て
は
、
特
に
不
法
行
為
に
お
い
て
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
が
、
債
務
不
履
行
に
お
い
て
も
、
純
粋
に
債
権
者
の

「
過
失
」
を
問
題
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
そ
れ
を
拡
大
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
人
的
側
面
で
は
債
権
者
側
の
過
失
に
ま
で
広
げ

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
過
失
を
超
え
て
債
権
者
に
起
因
す
る
事
情
を
も
組
み
込
ん
だ
判
例
・
実
務
の
運
用
が
み
ら
れ
る
。

　
原
因
主
義
に
依
拠
す
る
統
一
法
秩
序
で
は
、
債
務
者
の
不
履
行
が
、
債
権
者
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
限
度
（
範

囲
）
に
お
い
て
、
債
務
者
の
不
履
行
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
）
11
（

、
債
権
者
の
法
的
救
済
の
権
利
行
使
、
た
と
え
ば
、
履
行
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請
求
権
、
損
害
賠
償
請
求
権
、
解
除
権
の
権
利
行
使
が
排
除
さ
れ
る
。
実
は
、
こ
こ
で
、
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
限
度

（
範
囲
）
に
お
い
て
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
債
務
者
の
損
害
賠
償
額
の
と
こ
ろ
で
影
響
す
る
。
つ
ま
り
、
債
務
者
の
債
務
不
履
行
が
認
め

ら
れ
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
の
発
生
・
拡
大
に
債
権
者
の
行
為
が
起
因
す
る
場
合
に
、
債
権
者
の
寄
与
度

分
が
減
額
さ
れ
る
）
11
（

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
原
因
主
義
に
依
拠
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
の
損
害
へ
の
「
寄
与
度
」
が
問
題
と
さ

れ
る
の
で
あ
り
、「
過
失
」
が
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
日
本
法
は
過
失
相
殺
と
い
い
な
が
ら
も
、
運
用
上
は
実
質
的
に
は
、
債
権
者
の
「
寄
与
度
」
に
ま
で
拡
大
し
た
適
用
を
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
本
規
定
の
本
質
は
、
債
務
者
・
債
権
者
間
の
「
過
失
」
の
相
殺
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
与
度
に

応
じ
た
損
害
額
の
配
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
意
味
で
過
失
相
殺
と
い
う
タ
ー
ム
が
そ
も
そ
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
。

本
規
定
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
、
債
権
者
の
寄
与
度
が
認
め
ら
れ
る
分
の
減
額
と
い
う
こ
と
で
運
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
ろ
う
。

　
　
契
約
の
成
立
（
第
五
二
二
条
第
一
項
）

　
民
法
典
の
契
約
の
章
で
は
、
第
１
節
総
則
の
第
１
款
と
し
て
、「
契
約
の
成
立
」
の
款
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
承
諾
期
間
の
定
め

の
あ
る
申
込
み
と
い
っ
た
こ
ま
ご
ま
と
し
た
規
定
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
い
か
に
し
て
契
約
が
成
立
す
る
か
と
い
っ
た
そ
の
根
幹
的
規

定
は
な
か
っ
た
。
今
回
の
改
正
案
で
、
第
五
二
二
条
第
一
項
に
、
申
込
み
に
対
す
る
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
旨
の
規
定
が
置

か
れ
た
。
確
か
に
契
約
の
成
立
の
典
型
例
と
し
て
は
、
申
込
み
と
承
諾
に
よ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
契
約
の
成
立
の
根

源
に
あ
る
も
の
を
表
し
た
も
の
と
は
い
え
ま
い
。
契
約
の
成
立
は
、「
両
当
事
者
の
合
意
」
に
よ
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
本
質
を
示
し

10
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た
も
の
だ
と
考
え
る
。
世
界
的
基
準
た
る
べ
き
も
の
で
も
次
第
に
そ
の
よ
う
な
認
識
に
至
っ
て
き
て
お
り
、
申
込
み
と
承
諾
に
よ
る
契

約
の
成
立
は
、
契
約
の
成
立
と
し
て
一
典
型
例
で
は
あ
る
が
、
そ
の
下
位
準
則
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
）
11
（

。

　
今
日
、
申
込
み
と
承
諾
に
よ
る
契
約
の
成
立
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
い
わ
ゆ
る
練
り
上
げ
型
の
契
約
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
技
術
開
発
さ

れ
た
様
々
な
機
器
類
を
用
い
た
契
約
の
締
結
も
次
第
に
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
る
契
約
の
成
立
で
は
、
申
込
み
と
承
諾
と
い
う

要
素
に
当
て
は
め
る
の
が
適
当
で
な
い
も
の
）
11
（

も
み
ら
れ
る
。
今
後
、
合
意
に
よ
る
契
約
の
成
立
を
根
幹
に
据
え
た
解
釈
が
重
要
と
な
っ

て
こ
よ
う
。

　
　
契
約
の
解
釈
（
条
文
な
し
）

　
旧
稿
）
11
（

で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
中
間
試
案
で
採
用
さ
れ
て
い
た
３
つ
の
ル
ー
ル
は
、
い
ず
れ
も
「
具
体
的
当
事
者
基
準
説
」
と
で
も
呼

ぶ
べ
き
も
の
で
、
当
事
者
の
意
思
を
き
わ
め
て
尊
重
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
裁
判
官
を
中
心
と
し
た
実
務
家
の
委

員
・
幹
事
の
強
い
反
対
意
見
が
あ
っ
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
今
般
の
改
正
は
、
契
約
を
中
心
と
し
た
債
権
法
の
改
正
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
契
約
の
解
釈
に
関
す
る
規
定
は
、

是
非
と
も
備
え
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
中
間
試
案
で
示
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
学
術
的
に
は
大
変
興
味
深
い
具
体
的
当

事
者
基
準
説
に
依
拠
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
が
現
行
実
務
と
断
絶
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。

　
世
界
的
基
準
た
る
べ
き
も
の
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
　
契
約
は
両
当
事
者
の
共
通
の
意
思
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
11
（

。

11
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②
　
当
事
者
の
一
方
が
特
別
の
意
味
を
与
え
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
相
手
方
が
そ
の
意
思
を
知
り
ま
た
は
知
ら
な
い
こ

と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
当
事
者
の
意
思
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
1（
（

。

③
　
①
・
②
に
よ
っ
て
意
思
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
両
当
事
者
と
同
種
の
合
理
的
な
者
が
同
じ
状
況
の
も
と
で
そ
の

行
為
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
意
味
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
11
（

。

　
規
定
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
い
た
し
方
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
当
事
者
基
準
と
合
理
人
基
準
と
を
組
み
合
わ
せ
た
規
律

を
基
盤
に
据
え
た
契
約
の
解
釈
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
　
危
険
負
担
（
第
五
三
六
条
）

　
契
約
解
除
の
要
件
と
し
て
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
構
成
を
採
用
す
る
と
、「
当
事
者
双
方
の
責
め
に
帰
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
債
務
者
は
、
反
対
給
付
を
受
け
る
権
利
を

有
し
な
い
」（
民
五
三
六
条
一
項
）
と
い
う
危
険
負
担
債
務
者
主
義
の
原
則
と
契
約
解
除
と
は
内
容
的
に
重
複
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、

審
議
会
で
は
激
論
と
な
り
、
結
局
最
終
的
に
は
、
妥
協
案
と
し
て
の
危
険
負
担
の
履
行
拒
絶
の
抗
弁
権
構
成
が
採
用
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
履
行
拒
絶
の
抗
弁
権
構
成
を
採
用
す
る
と
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
反
対
給
付
が

履
行
済
み
で
あ
っ
た
場
合
の
問
題
で
、
は
た
し
て
非
債
弁
済
で
解
決
で
き
る
問
題
な
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
雇
用

契
約
等
で
、
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
債
権
者
は
、
反
対
給

付
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。」（
第
五
三
六
条
第
二
項
）
と
す
る
規
律
で
は
、
債
務
者
が
反
対
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
る
場
合
の
規
定
と
し
て
不
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
他
の
契
約
類
型
、
請
負
や
委
任
と
も
絡
ん
で
問
題
と
さ

12
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法
五
十
六-

二
）

れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
新
た
な
危
険
負
担
の
履
行
拒
絶
権
構
成
の
下
で
は
、
今
後
、
こ
の
ほ
か
に
も
様
々
な
難
問
が
生
じ
て
く
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
こ
で
、
危
険
負
担
と
契
約
解
除
と
は
本
当
に
併
存
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
も
の
な
の
か
、
再
度
問
題
提
起
を
し
て
お
き
た
い
。
た

と
え
ば
、
売
買
契
約
の
給
付
目
的
物
が
債
務
者
の
帰
責
事
由
な
し
に
海
に
落
ち
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
引
き
揚
げ
る
に
は
過
分
の
費
用
を

要
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
債
務
者
の
履
行
は
（
社
会
通
念
上
）
不
能
と
な
り
、
債
権
者
は
、
そ
の
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
（
第
四
一
二
条
の
二
第
一
項
）。
ま
た
、
債
権
者
は
、
反
対
給
付
（
代
金
支
払
い
）
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る

（
第
五
三
六
条
第
一
項
）。
し
か
し
、
契
約
が
解
除
さ
れ
て
い
な
い
間
は
、
依
然
と
し
て
契
約
は
有
効
な
ま
ま
で
あ
り
、
こ
の
間
に
、
債

務
者
が
自
己
の
信
用
を
保
持
し
た
い
と
か
の
理
由
で
、
過
分
の
費
用
を
賭
し
て
債
務
の
履
行
の
提
供
を
す
る
場
合
に
は
、
取
引
上
の
社

会
通
念
に
照
ら
す
と
、
債
権
者
が
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
契
約
を
締
結
し
た
債
権

者
と
債
務
者
は
、
契
約
目
的
実
現
の
た
め
に
信
義
に
従
い
誠
実
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
課
さ
れ
る
様
々
な
義
務
を
協
力
し
て
果
た
し
て
い
く

べ
き
契
約
関
係
と
い
う
信
頼
関
係
の
渦
中
に
身
を
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
債
権
者
が
契
約
を
解
除
し
て
い
れ
ば
、
も
は
や
債
務
者

が
そ
の
債
務
の
履
行
の
実
現
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
契
約
の
解
除
は
、
債
権
者
・
債
務
者
間
の
全
債
権
・
債
務
関
係
の

解
消
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
危
険
負
担
法
理
は
、
反
対
債
務
の
履
行
請
求
権
ま
た
は
履
行
拒
絶
権
の
帰
趨
を
決

定
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
今
般
の
改
正
案
で
、
危
険
負
担
の
履
行
拒
絶
権
構
成
が
採
用
さ
れ
た
が
、「
危
険
負
担
制
度
を
な
く
さ
な
い
と
す
る
と
ど
う
変
え
る

の
か
）
11
（

」
と
い
う
こ
と
で
採
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
依
然
と
し
て
危
険
負
担
の
制
度
は
存
在
し
て
い
る
。
本
改
正
案
で
は
、
危
険
負
担
の

履
行
拒
絶
権
に
関
連
し
て
新
た
な
問
題
が
出
て
き
た
と
き
に
は
、
履
行
拒
絶
権
構
成
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
危
険
負
担
法
理
が
存
在
す

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
解
釈
で
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。



六
二

　
　
催
告
に
よ
る
解
除
（
第
五
四
一
条
）、
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
（
第
五
四
二
条
）

　
こ
れ
ま
で
、
民
法
五
四
一
条
に
お
い
て
「
履
行
遅
滞
等
に
よ
る
解
除
権
」
が
規
定
さ
れ
、
民
法
五
四
二
条
に
「
定
期
行
為
の
履
行
遅

滞
等
に
よ
る
解
除
権
」
が
、
民
法
五
四
三
条
に
「
履
行
不
能
に
よ
る
解
除
権
」
が
置
か
れ
て
お
り
、
民
法
は
、
催
告
解
除
を
原
則
と
し
、

催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
（
無
催
告
解
除
）
の
二
つ
を
例
外
と
し
て
配
置
す
る
と
い
う
構
成
を
採
用
し
て
い
た
。
今
般
の
改
正
案
で
は
、

催
告
解
除
を
原
則
と
す
る
（
第
五
四
一
条
）
と
こ
ろ
は
維
持
さ
れ
た
が
、
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
（
第
五
四
二
条
）
と
し
て
、
無
催
告

解
除
の
統
一
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
履
行
不
能
、
履
行
拒
絶
、
定
期
行
為
の
ほ
か
、
契
約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
の
無
催
告
解
除
の
受
け
皿
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、
第
五
四
二
条
の
本
質
は
、
こ
の
「
契
約
目
的
達
成
不
能
」
の
場
合

の
無
催
告
解
除
の
統
一
要
件
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
」
の
処
理
が
明
確
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。

　
や
は
り
問
題
は
、
催
告
に
よ
る
解
除
（
第
五
四
一
条
）
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
統
一
法
秩
序
で
重
大
な

不
履
行
（
目
的
達
成
不
能
）
解
除
一
元
論
を
採
用
す
る
も
の
は
な
い
。
比
較
法
的
に
は
、
①
重
大
な
不
履
行
を
原
則
と
し
て
、
履
行
遅

延
の
場
合
に
催
告
解
除
で
補
完
す
る
二
元
論
）
11
（

か
、
②
催
告
解
除
（
軽
微
な
不
履
行
の
場
合
を
除
く
）
を
原
則
と
し
て
、
不
適
合
の
場
合

も
催
告
解
除
に
含
め
る
。
そ
し
て
重
大
な
不
履
行
の
場
合
に
は
無
催
告
解
除
を
認
め
る
二
元
論
）
11
（

と
が
あ
る
。
日
本
民
法
改
正
法
案
は
、

こ
れ
ま
で
催
告
解
除
を
原
則
と
し
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
②
型
の
法
制
を
採
用
し
た
。

　
も
し
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
実
務
と
基
本
的
に
は
齟
齬
の
な
い
法
制
を
目
指
す
と
い
う
場
合
に
は
、
完
全
二
元
論
）
11
（

を
採
用
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
催
告
解
除
を
、
通
常
の
履
行
の
遅
滞
の
場
合
と
付
随
的
債
務
の
違
反
が
契
約
目
的
達
成
不
能
か
ま
た
は
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
要
素
た
る
債
務
の
違
反
と
い
え
る
場
合
に
限
っ
て
認
め
、
履
行
の
不
能
、
履
行
拒
絶
や
定
期
行
為
な
ど
の
契
約

13



六
三

民
法
改
正
法
案
の
構
成
と
そ
の
問
題
点�

（
都
法
五
十
六-

二
）

の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
場
合
に
無
催
告
解
除
を
認
め
る
と
い
う
二
元
論
で
あ
る
。
付
随
的
債
務
の
違
反
の
場
合
を
催
告
解
除
に
含
め

る
の
は
、
判
例
が
付
随
的
債
務
の
違
反
の
場
合
に
、
昭
和
四
三
年
の
最
判
）
11
（

を
含
め
て
、
要
素
た
る
債
務
と
認
め
た
も
の
も
そ
う
で
な
い

も
の
も
す
べ
て
民
法
五
四
一
条
の
催
告
解
除
の
範
疇
で
処
理
し
て
い
る
）
11
（

か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
二
元
論
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
実
務
と
一
致
し
た
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
民
法
改
正
法
案
は
、

不
適
合
の
場
合
も
催
告
解
除
に
含
め
る
構
成
を
採
用
し
た
。
た
だ
、
そ
う
し
た
場
合
、
従
来
、
不
適
合
（
瑕
疵
物
給
付
）
の
場
合
に
は
、

目
的
達
成
不
能
の
と
き
に
初
め
て
解
除
で
き
た
（
民
五
七
〇
・
五
六
六
条
一
項
）
も
の
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
も
催
告
解
除
の
俎
上

に
載
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
た
だ
し
書
で
「
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
時
に
お
け
る
債
務
の
不
履
行
が
そ
の
契
約
及
び
取

引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
軽
微
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
し
て
解
除
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
行
の
瑕
疵
あ
る
目
的
物
の
給
付
の
場
合
の
目
的
達
成
不
能
解
除
の
と
き
よ
り
、
解
除
さ
れ
る
範
囲
が
拡
大

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
示
さ
れ
た
）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
通
常
の
法
制
で
は
催
告
す
る
時
点
で
不
履
行
が
軽
微
か
ど

う
か
の
判
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
民
法
改
正
法
案
は
催
告
期
間
経
過
時
で
の
軽
微
か
ど
う
か
で
判
断
を
す
る
と
い
う
異
例

の
法
制
を
採
用
し
た
。
逆
に
こ
こ
に
現
行
法
の
実
務
に
近
づ
け
た
軽
微
性
の
解
釈
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
見
解
）
11
（

も
あ
る
。

　
従
来
、
瑕
疵
物
給
付
の
場
合
に
目
的
達
成
不
能
の
場
合
に
し
か
契
約
解
除
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
の
は
、
奴

隷
・
家
畜
の
特
定
物
売
買
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
法
を
引
き
継
い
で
い
た
時
代
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
の
売

買
で
は
少
々
の
瑕
疵
が
あ
る
の
は
一
般
的
で
あ
り
、
契
約
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に

限
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
解
除
要
件
と
し
て
無
催
告
で
の
解
除
を
適
当
と
し
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
特
定
物
を
対
象
と
す

る
場
合
よ
り
種
類
債
務
が
一
般
的
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
科
学
技
術
の
進
展
に
よ
り
、
今
日
そ
し
て
将
来
的
に
も
不
適
合
の
場
合
の
追

完
は
一
層
容
易
な
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
こ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
代
を
想
定
す
る
と
、
催
告
解
除
を
原
則
と
す
る
こ
と
で
、
不
適
合
の



六
四

場
合
に
は
、
債
務
者
に
は
追
完
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
債
務
者
に
は
追
完
権
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
催

告
期
間
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
債
務
者
は
債
務
内
容
を
実
現
で
き
る
十
分
な
機
会
を
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
正
に
よ
り

解
除
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
実
際
解
除
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
拡
大
す
る
が
、
同
時
に
債
務
者
の
方
も
追
完
に
よ
り

債
務
内
容
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
解
除
さ
れ
な
い
チ
ャ
ン
ス
も
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
法
制
と

な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、「
軽
微
性
」
を
無
理
に
現
行
実
務
に
近
づ
け
た
解
釈
を
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
催
告
解
除
に
伴
う
売
主
へ
の
追
完

の
機
会
の
付
与
に
よ
り
契
約
内
容
の
実
現
を
達
成
す
る
こ
と
へ
と
資
す
る
法
制
で
あ
る
と
の
評
価
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
　
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
の
解
除
権
の
排
除
（
第
五
四
三
条
）

　
従
来
民
法
五
四
三
条
で
は
、
債
務
者
に
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
由
の
あ
る
履
行
不
能
に
よ
る
債
権
者
の
契
約
の
解
除
権
が

規
定
さ
れ
て
い
た
。
改
正
案
で
は
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
は
不
要
と
な
っ
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
債
権
総
則
の
債
権
の
効
力
の
と
こ
ろ

に
、
債
務
の
「
不
履
行
」
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
、
さ
ら
に
そ
こ
で
、
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
不
履
行
の
場
合
に
、

債
権
者
は
、
い
ず
れ
の
法
的
救
済
手
段
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
め
を
置
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
既
述
し
た
。

　
統
一
法
秩
序
で
は
、
原
因
主
義
に
依
拠
す
る
の
で
、
債
務
者
の
不
履
行
が
債
権
者
の
作
為
・
不
作
為
ま
た
は
債
権
者
に
起
因
し
て
生

じ
た
と
き
は
、
債
権
者
は
債
務
者
の
不
履
行
を
主
張
で
き
ず
、
い
ず
れ
の
法
的
救
済
手
段
も
行
使
で
き
な
い
と
さ
れ
る
）
1（
（

。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
民
法
改
正
法
案
は
、
帰
責
事
由
主
義
に
依
拠
す
る
の
で
、
債
務
者
の
不
履
行
が
債
権
者
の
帰
責
事
由
に
よ
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
権
者
の
法
的
救
済
権
の
権
利
行
使
は
い
ず
れ
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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六
五

民
法
改
正
法
案
の
構
成
と
そ
の
問
題
点�

（
都
法
五
十
六-

二
）

　
こ
こ
は
、
履
行
不
能
に
よ
る
解
除
権
の
箇
所
な
の
で
、
こ
う
し
た
解
除
権
に
関
す
る
規
定
の
み
し
か
置
く
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
意

味
で
本
規
定
自
体
に
は
何
ら
問
題
は
な
い
が
、
個
別
に
す
べ
て
の
法
的
救
済
の
と
こ
ろ
で
も
れ
な
く
規
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
場
合
に
よ

っ
て
は
遺
漏
も
生
じ
て
こ
よ
う
。
実
際
に
も
売
買
の
と
こ
ろ
で
ち
ょ
っ
と
し
た
遺
漏
も
み
ら
れ
る
）
11
（

（
第
五
六
五
条
参
照
）。

　
　
買
主
の
追
完
請
求
権
（
第
五
六
二
条
）

（
１
）契
約
内
容
へ
の
不
適
合

　
既
述
し
た
よ
う
に
、
債
権
総
則
の
冒
頭
部
分
で
は
、
債
権
・
債
務
に
関
し
て
の
根
本
的
な
規
定
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ

と
し
て
、「
債
権
の
効
力
」
の
箇
所
で
、
債
権
者
に
「
本
来
的
履
行
請
求
権
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
本
質
的
な
規
定
を
明
記
す
べ
き

で
あ
る
が
、
第
四
一
二
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
、
履
行
不
能
の
場
合
に
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
旨
の
「
裏
」
か
ら
の
規

律
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
点
を
指
摘
し
た
。

　
本
来
で
あ
れ
ば
、
債
権
総
則
に
「
本
来
的
履
行
請
求
権
」
が
債
権
の
最
も
基
本
的
な
効
力
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
債
務
の

「
不
履
行
」
が
あ
っ
た
場
合
に
法
的
救
済
と
し
て
の
「
履
行
請
求
権
」
が
生
ず
る
こ
と
を
明
記
し
、
そ
れ
が
契
約
各
論
の
こ
こ
売
買
で

は
、
契
約
の
不
適
合
の
場
合
に
「
追
完
請
求
権
」
と
い
う
形
で
の
法
的
救
済
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
債
権

者
の
「
履
行
請
求
権
」
の
微
妙
な
変
異
の
あ
り
よ
う
を
明
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
売
買
規
定
に
お
い
て
、
契
約
不
適
合
の

場
合
の
追
完
請
求
権
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
か
ら
逆
に
一
般
的
「
履
行
請
求
権
」
の
姿
を
推
し
量
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
売
買
の
場
合
の
追
完
請
求
権
の
要
件
で
あ
る
が
、
売
買
契
約
の
目
的
物
が
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
て
、
そ
の
目
的
物
が
種
類
、

品
質
又
は
数
量
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
買
主
は
履
行
の
追
完
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

15



六
六

「
契
約
の
内
容
へ
の
不
適
合
」
が
こ
の
追
完
の
基
本
的
な
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
審
議
会
の
議
論
で
は
、「
契
約
の
趣
旨
」
を
重
視
し
て
「
契
約
内
容
へ
の
不
適
合
」
を
判
断
し
よ
う
と
い
う
見
解
と
「
取
引
上
の
社

会
通
念
」
を
前
面
に
出
し
て
客
観
的
に
判
断
し
よ
う
と
い
う
見
解
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。

　
債
権
総
則
の
規
定
で
は
、
た
と
え
ば
、
特
定
物
の
引
渡
し
の
場
合
の
注
意
義
務
と
し
て
、「
契
約
そ
の
他
の
債
権
の
発
生
原
因
及
び

取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
定
ま
る
善
良
な
注
意
義
務
が
求
め
ら
れ
、
履
行
不
能
お
よ
び
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の

帰
責
事
由
の
判
断
に
際
し
、「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
契
約
総
則
の
規
定
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
契
約
解
除
の
際
に
こ
の
概
念
は
重
要
な
機
能
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
契
約
各
則
の
売
買
契
約
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
債
権
総
則
及
び
契
約
総
則
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
の

不
履
行
、
つ
ま
り
「
契
約
内
容
へ
の
不
適
合
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
債
権
総
則
・
契
約
総
則
の
規
律
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
契
約
内
容
へ
の
不
適
合
の
判
断
に
際
し
て
も
、
当
該
売
買
「
契
約
の
内
容
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」

判
断
さ
れ
る
こ
と
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、「
８
　
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
と
そ
の
免
責
（
第
四
一
五
条
）」
の

と
こ
ろ
で
主
と
し
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
判
断
要
素
は
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
の
総
合
判
断
で
あ
り
、
特
に
客
観
的
規
範
的

判
断
要
素
が
強
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
契
約
内
容
へ
の
不
適
合
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
主
観
的
・
客
観
的
・
規
範
的
判
断

を
要
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
物
品
の
契
約
適
合
性
に
関
し
て
規
律
す
る
共
通
参
照
枠
草
案
の
規
定
）
11
（

が
参
考
と
な
る
。

主
観
的
基
準
と
し
て
は
、（
ａ
）
特
定
の
目
的
へ
の
適
合
性
、
客
観
的
基
準
と
し
て
は
、（
ｂ
）
通
常
の
使
用
目
的
へ
の
適
合
性
、
お
よ

び
（
ｃ
）
見
本
又
は
ひ
な
形
と
の
品
質
の
一
致
、
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
契
約
内
容
へ
の
不
適
合
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
特
定
の
目
的



六
七

民
法
改
正
法
案
の
構
成
と
そ
の
問
題
点�

（
都
法
五
十
六-

二
）

が
示
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
か
ら
の
逸
脱
を
当
該
売
買
契
約
の
内
容
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
規
範
的
に
判

断
さ
れ
、
特
定
の
目
的
が
示
さ
れ
て
は
い
な
い
と
き
に
は
、
同
じ
く
通
常
の
使
用
目
的
へ
の
適
合
性
が
、
当
該
売
買
契
約
の
内
容
及
び

取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
規
範
的
に
判
断
さ
れ
、
そ
し
て
見
本
又
は
ひ
な
形
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
と
の
品
質
の
一
致
が
規

範
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
２
）追
完
の
方
法

　
売
買
契
約
に
お
け
る
追
完
の
種
類
に
関
し
て
は
、
第
五
六
二
条
第
一
項
に
明
記
さ
れ
、
買
主
は
、
目
的
物
の
①
修
補
、
②
代
替
物
の

引
渡
し
、
③
不
足
分
の
引
渡
し
、
と
い
う
三
つ
の
追
完
方
法
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
売
主
に
追
完
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
関
し
て
重
要
な
点
は
、
第
五
四
二
条
の
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
の
要
件
を
充
た
す
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
無
催
告
解
除
が
認
め
ら

れ
る
し
、
さ
ら
に
無
催
告
減
額
（
第
五
六
三
条
第
二
項
）
も
認
め
ら
れ
る
が
、
催
告
解
除
が
原
則
で
あ
る
（
第
五
四
一
条
）
こ
と
と
の

関
係
で
、
買
主
は
基
本
的
に
は
履
行
の
追
完
の
請
求
を
し
て
、
売
主
に
追
完
の
機
会
を
付
与
し
な
け
れ
ば
、
減
額
請
求
や
解
除
権
の
行

使
が
で
き
な
い
（
第
五
六
三
条
第
一
項
・
第
五
六
四
条
参
照
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

契
約
総
則
の
催
告
解
除
（
第
五
四
一
条
）
の
と
こ
ろ
で
既
述
し
た
よ
う
に
、
契
約
不
適
合
の
場
合
に
は
、
催
告
解
除
の
範
疇
か
ら
外
し

て
、
契
約
の
目
的
達
成
不
能
の
場
合
に
の
み
第
五
四
二
条
の
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
（
無
催
告
解
除
）
に
服
さ
せ
る
と
い
う
法
制
を
採

用
す
る
途
も
あ
っ
た
。
現
行
実
務
に
完
全
に
一
致
さ
せ
た
け
れ
ば
そ
れ
が
簡
易
な
方
法
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
改
正
案
は
、
新
た
な
道
へ
と
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
そ
れ
は
、
催
告
解
除
制
度
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、
売
主

（
債
務
者
）
に
追
完
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
追
完
に
よ
る
契
約
内
容
の
実
現
を
達
成
さ
せ
る
方
向
へ
と
舵
を
切
っ
た
。
こ

れ
は
、
今
後
の
科
学
技
術
の
進
歩
・
社
会
状
況
の
進
展
に
即
応
し
た
法
制
で
あ
る
と
の
評
価
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
こ
の
売
主
に
よ
る
追
完
の
機
会
の
付
与
に
関
し
て
は
、「
買
主
に
不
相
当
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
」
と
い
う
制

約
の
下
で
は
あ
る
が
、
売
主
に
３
種
類
の
追
完
方
法
の
選
択
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。「
不
相
当
な
負
担
」
に
関
す
る
解
釈
に
お
い
て

は
、
ま
ず
第
一
に
、
契
約
内
容
へ
の
不
適
合
に
よ
る
不
利
益
を
被
っ
た
の
は
買
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
第
一

次
的
追
完
方
法
の
指
定
権
が
買
主
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
当
該
不
適
合
の
場
合
に
い
か
な
る
追
完
方
法
が
適
し
た
も
の
で

あ
る
の
か
を
よ
く
知
り
得
る
の
は
売
主
で
あ
る
こ
と
等
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
３
）買
主
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
不
適
合

　
既
述
し
た
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
債
権
総
則
で
、「
不
履
行
」
の
規
定
を
設
け
る
な
ど
し
て
、
不
履
行
が
債
権
者
の
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
法
的
救
済
と
し
て
一
切
の
権
利
行
使
が
で
き
な
い
旨
の
規
定
を
置
く
べ

き
で
あ
っ
た
。

　
既
述
し
た
よ
う
に
原
因
主
義
に
依
拠
す
る
統
一
法
秩
序
で
は
、
債
務
者
の
不
履
行
が
債
権
者
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
っ
て
生
じ

た
限
度
（
範
囲
）
に
お
い
て
、
債
務
者
の
不
履
行
を
主
張
で
き
な
い
）
11
（

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
債
権
者
は
、
自
己
に
帰
責
事
由
が
な

く
て
も
履
行
請
求
（
追
完
請
求
）、
解
除
、
代
金
減
額
、
損
害
賠
償
（
そ
の
限
度
に
お
い
て
）
請
求
が
で
き
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
改
正
法
案
は
、
原
因
主
義
で
は
な
く
帰
責
事
由
主
義
を
採
用
す
る
の
で
、
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
あ
る
場
合

に
、
履
行
請
求
権
（
追
完
請
求
権
）
等
の
権
利
行
使
が
排
除
さ
れ
る
。



六
九

民
法
改
正
法
案
の
構
成
と
そ
の
問
題
点�

（
都
法
五
十
六-

二
）

　
　
権
利
の
不
適
合
の
場
合
の
売
主
の
担
保
責
任
（
第
五
六
五
条
）

　
権
利
の
一
部
が
他
人
に
属
す
る
場
合
に
は
、
本
条
に
よ
り
第
五
六
二
条
の
追
完
請
求
の
問
題
が
対
応
可
能
と
な
り
、
そ
の
不
適
合
が

買
主
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
と
き
は
、
買
主
は
追
完
請
求
で
き
な
い
。
権
利
の
全
部
が
他
人
に
属
す
る
場
合
は
、
第
五
六
五

条
が
適
用
と
な
ら
な
い
の
で
、
売
買
契
約
の
と
こ
ろ
に
は
こ
れ
に
対
応
す
る
規
定
が
な
い
。
そ
こ
で
、
一
般
原
則
の
適
用
が
考
え
ら
れ

る
が
、
履
行
請
求
に
関
し
て
は
、
履
行
請
求
権
の
一
般
原
則
で
、
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
履
行
不
能
に
な
る
場
合
に

つ
い
て
特
に
規
定
が
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
全
部
不
適
合
と
一
部
不
適
合
と
で
結
論
が
異
な
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
で
い
い
の
か
と

い
う
指
摘
）
11
（

が
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
す
る
事
務
当
局
の
回
答
は
、「
履
行
請
求
権
の
箇
所
に
は
明
文
の
規
定
は
な
い
も
の
の
、
売
買
の
追
完
請
求
権
の
箇
所
に

買
主
の
帰
責
事
由
に
よ
る
債
務
不
履
行
の
場
合
の
規
定
が
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
…
追
完
請
求
権
で
は
な
い
履
行
請
求
権
に
つ
い
て

も
、
実
質
的
に
は
同
様
の
規
律
が
妥
当
す
る
）
11
（

」
と
い
う
も
の
で
、
本
来
規
律
さ
れ
る
べ
き
債
権
総
則
の
規
定
（
第
四
一
二
条
の
二
）
に

該
当
す
る
規
律
が
な
い
の
で
、
結
局
売
買
の
と
こ
ろ
の
追
完
請
求
権
（
第
五
六
二
条
）
の
法
意
ま
た
は
類
推
適
用
に
よ
っ
て
同
様
の
規

律
を
導
く
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
債
権
総
則
の
不
履
行
の
箇
所
に
、
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
不
履
行
の
場
合
に
、
債
権
者
が
履
行
請
求
権
、

損
害
賠
償
請
求
権
、
契
約
債
務
の
場
合
の
契
約
解
除
権
な
ど
の
一
切
の
法
的
救
済
と
し
て
の
権
利
行
使
が
で
き
な
く
な
る
旨
の
規
定
を

置
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
規
定
を
置
か
な
い
と
、
い
た
る
と
こ
で
い
ち
い
ち
規
定
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
、
ど
こ
か
で
規
定
の
遺
漏
が
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
そ
の
一
端
が
現
れ
た
も
の
だ

16
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〇

と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
問
題
は
、
不
履
行
の
場
合
の
履
行
請
求
権
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
履
行
不
能
を
規
律
す
る
第
四
一
二
条
の
二
に

該
当
す
る
規
律
は
な
く
、
そ
こ
に
同
様
の
規
律
を
読
み
込
も
う
と
す
る
解
決
方
法
の
示
唆
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
よ
り
本
質
的
に
は
、
債
権
総
則
の
第
２
節
「
債
権
の
効
力
」
の
と
こ
ろ
に
、
債
務
の
「
不
履
行
」
に
関
す
る
規
定
を
損
害

賠
償
の
規
定
か
ら
独
立
さ
せ
て
設
け
て
、
さ
ら
に
そ
の
効
果
と
し
て
の
法
的
救
済
権
が
こ
の
「
不
履
行
」
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
不
履
行
の
場
合
に
、
債
権
者
は
い
ず
れ
の
法
的
救
済
手
段
も
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
旨
を
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
今
回
指
摘
さ
れ
た
履
行
請
求
権
に
関
し
て
は
、
第
四
一
二
条
の
二
に
偶
々
「
裏
」
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
回
答
に
示
唆
さ
れ

る
類
推
適
用
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
問
題
に
限
ら
ず
他
に
も
解
決
す
べ
き
問
題
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
り
、
既
述
し
た
債

務
不
履
行
の
統
一
要
件
、
不
履
行
の
場
合
の
法
的
救
済
権
に
関
し
て
も
、
規
定
は
置
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
根
底
に
存
す
る
も
の
と
し

て
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
1
）　 

大
判
明
治
三
八
年
五
月
一
一
日
民
録
一
一
輯
七
〇
六
頁
。

（
2
）　W

eb

資
料
、
法
制
審
議
会
　
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
「
第
八
二
回
会
議
　
議
事
録
」（
平
成
二
六
年
一
月
一
四
日
）（
笹
井
朋
昭
関
係
官
）

二
三
頁
。
以
下
、
審
議
会
「
第
八
二
回
　
議
事
録
」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
3
）　
審
議
会
「
第
八
二
回
　
議
事
録
」（
道
垣
内
弘
人
幹
事
）
二
六
頁
。

（
4
）　
た
と
え
ば
、von B

ar&
C

live,P
rinciples,definitions and m

odel rules of E
uropean private law

:draft com
m

on fram
e of reference, 

2009.

等
を
参
照
。
以
下
、D

C
F

R
: II.-1:101(2)

と
し
て
引
用
す
る
。
な
お
、
こ
の
翻
訳
、
窪
田
充
見
ほ
か
監
訳
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
原

則
・
定
義
・
モ
デ
ル
準
則
│
共
通
参
照
枠
草
案(D

C
F

R
)

（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
。
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一

民
法
改
正
法
案
の
構
成
と
そ
の
問
題
点�

（
都
法
五
十
六-

二
）

（
5
）　
大
判
昭
和
九
年
五
月
一
日
民
集
一
三
巻
八
七
五
頁
。

（
6
）　
大
判
大
正
七
年
一
〇
月
三
日
民
録
二
四
輯
一
八
五
二
頁
。

（
7
）　U

nidroit P
rinciples of International C

om
m

ercial C
ontracts,2010. 

以
下
、U

P
:3.3.2(1)

と
し
て
引
用
す
る
。
な
お
、
こ
の
翻
訳
、
内

田
貴
ほ
か
訳
・U

N
ID

R
O

IT

　
国
際
商
事
契
約
原
則
　
２
０
１
０
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
。

（
8
）　
審
議
会
「
第
九
六
回
　
議
事
録
」（
平
成
二
六
年
八
月
二
六
日
）（
筒
井
健
夫
幹
事
）
二
頁
。

（
9
）　
審
議
会
「
第
九
六
回
　
議
事
録
」（
筒
井
幹
事
）
三
頁
。

（
10
）　U

P
:3.3.2(1)(a).

（
11
）　L

ando/B
eale,P

rinciples of E
uropean C

ontract L
aw

,P
artsI&

II,2000. 

以
下
、E

P
:4:103(1)(a)(ii)

と
し
て
引
用
す
る
。
な
お
、
こ
の

翻
訳
、
潮
見
佳
男
ほ
か
監
訳
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅰ
・
Ⅱ
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
。

（
12
）　D

C
F

R
: II.-7:201(1)(b)(ii).

（
13
）　P

roposal for a R
E

G
U

L
A

T
IO

N
 O

F
 T

H
E

 E
U

R
O

P
E

A
N

 PA
R

L
IA

M
E

N
T

 A
N

D
 O

F
 T

H
E

 C
O

U
N

C
IL

 on a C
om

m
on E

uropean Sales 

L
aw

,2011. 

以
下
、C

E
SL

:48( 1.)(b)(iii)

と
し
て
引
用
す
る
。
な
お
、
こ
の
翻
訳
、
内
田
貴
（
監
訳
）・
共
通
欧
州
売
買
法
（
草
案
）（
商
事

法
務
、
二
〇
一
二
年
）
も
参
照
。

（
14
）　D

C
F

R
: III.-1:102

参
照
。

（
15
）　
最
判
昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
六
日
民
集
四
巻
一
〇
号
四
九
七
頁
。

（
16
）　U

P
:3.1.3,E

P
:1:102,D

C
F

R
: III.-1:104.

（
17
）　
な
お
、
内
田
貴
（
監
訳
）・
前
掲
注
（
13
）
六
七
頁
も
参
照
。

（
18
）　U

P
:3.1.3,E

P
:1:202,D

C
F

R
: III.-1:104.

（
19
）　
審
議
会
「
第
九
九
回
　
議
事
録
」（
平
成
二
七
年
二
月
一
〇
日
）（
潮
見
佳
男
幹
事
）
二
│
三
頁
。

（
20
）　D

C
F

R
: III.-1:102(5).

（
21
）　D

C
F

R
: III.-1:103(1).

（
22
）　D
C

F
R

: II.-8:102.

（
23
）　
た
と
え
ば
、U

nited N
ations C

onvention of C
ontracts for the International Sales of G

oods,1980. 

以
下
、C

ISG
:79(1)

と
し
て
引

用
す
る
。
な
お
、
甲
斐
道
太
郎
ほ
か
・
注
釈
国
際
統
一
売
買
法
│
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
│
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
三
年
）
も
参
照
。

（
24
）　
石
崎
泰
雄
・
契
約
不
履
行
の
基
本
構
造
│
民
法
典
の
制
定
と
そ
の
改
正
へ
の
道
│
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
頁
以
下
。

（
25
）　C

ISG
:80,U

P
:7.1.2,E

P
:8:101,D

C
F

R
: III.-3:101(3).
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（
26
）　U

P
:7.4.7,E

P
:9:504,D

C
F

R
: III.-3:704.

（
27
）　E

P
:2:101(1),2:201,D

C
F

R
: II.-4:101, II.-4:201, II.-4:204.

（
28
）　
た
と
え
ば
、
大
阪
地
判
平
成
一
五
年
七
月
三
〇
日
金
判
一
一
八
一
号
三
六
頁
の
裁
判
例
を
参
照
。

（
29
） 　

石
崎
泰
雄「
法
律
行
為
・
意
思
能
力
・
錯
誤
・
契
約
に
関
す
る
基
本
原
則
・
売
買
│
法
制
審
議
会
の
議
論
か
ら
要
綱
仮
案
へ
│
」法
学
会
雑
誌
五
五

巻
二
号（
二
〇
一
五
年
一
月
）六
三
頁
以
下
。

（
30
）　U

P
:4.1(1),E

P
:5:101(1),C

E
SL

:58(1),D
C

F
R

: II.-8:101(1).

（
31
）　U

P
:4.2(1),E

P
:5:101(2),C

E
SL

:58(2),D
C

F
R

: II.-8:101(2).

（
32
）　U

P
:4.1(2),E

P
:5:101(3),C

E
SL

:58(3),D
C

F
R

: II.-8:101(3),C
ISG

:8(2).

（
33
）　
審
議
会
「
第
九
一
回
　
議
事
録
」（
平
成
二
六
年
六
月
一
七
日
）（
内
田
貴
委
員
）
二
六
頁
。

（
34
）　C

ISG
:49

・64,U
P

:7.3.1
・7.1.5,E

P
:9:301

・8:106,C
E

SL
:114(1.)

・115(1.),D
C

F
R

: III.-3:502

・III.-3:503

・III.-3:103

（
一
般
規
定
）
が

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
。

（
35
）　D

IR
E

C
T

IV
E

 1999/44/E
C

 O
F

 T
H

E
 E

U
R

O
P

E
A

N
 PA

R
L

IA
M

E
N

T
 A

N
D

 O
F

 T
H

E
 C

O
U

N
C

IL
 of 25 M

ay 1999.

（
以
下
、E

C
:3(5)(6)

で
引
用
す
る
）、B

G
B

:323,D
C

F
R

: IV.A
.-4:201

（
消
費
者
売
買
）C

E
SL

:114(2.)

（
消
費
者
売
買
等
）、
日
本
民
法
改
正
法
案
第
五
四
一
条
が

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
。

（
36
）　
石
崎
泰
雄「
錯
誤
・
原
始
的
不
能
・
損
害
賠
償
・
代
償
請
求
権
・
契
約
の
解
除
・
危
険
負
担
│
法
制
審
議
会
の
議
論
か
ら
要
綱
仮
案
・
要
綱
へ
│
」法

学
会
雑
誌
五
六
巻
一
号（
二
〇
一
五
年
七
月
）二
七
六
頁
の
表
を
参
照
。

（
37
）　
最
判
昭
和
四
三
年
二
月
二
三
日
民
集
二
二
巻
二
号
二
八
一
頁
。
な
お
、
こ
の
原
審
（
福
岡
高
判
昭
和
四
〇
年
九
月
二
〇
日
金
商
九
八
号
一
二

頁
）
で
、
催
告
に
相
当
す
る
も
の
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）　
付
随
的
債
務
の
違
反
の
解
除
要
件
を
充
た
す
と
し
て
、
催
告
解
除
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
他
に
、
最
判
昭
和
四
二
年
四
月
六
日
民
集
二

一
巻
三
号
五
三
三
頁
、
最
判
昭
和
四
七
年
一
一
月
二
八
日
集
民
一
〇
七
号
二
六
五
頁
、
最
判
平
成
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
判
時
一
七
〇
一
号
六

一
頁
が
あ
る
。

（
39
）　
審
議
会
「
第
九
四
回
　
議
事
録
」（
平
成
二
六
年
七
月
一
五
日
）（
中
井
康
之
委
員
）
四
五
、
四
六
頁
。

（
40
）　
審
議
会
「
第
九
四
回
　
議
事
録
」（
内
田
委
員
）
四
八
頁
。

（
41
）　U

P
:7.1.1,E

P
:8:101(3),C

ISG
:80,C

E
SL

:106(5),D
C

F
R

: III.-3:101(3).

（
42
）　
審
議
会
「
第
九
七
回
　
議
事
録
」（
平
成
二
六
年
一
二
月
一
六
日
）（
山
本
敬
三
幹
事
）
四
〇
頁
が
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
。

（
43
）　D

C
F

R
: IV.A

.-2:302.



七
三

民
法
改
正
法
案
の
構
成
と
そ
の
問
題
点�

（
都
法
五
十
六-

二
）

（
44
）　U

P
:7.1.2,E

P
:8:101(3),C

E
SL

:106(5),131(3),C
ISG

:80,D
C

F
R

: III.-3:101.

（
45
）　
審
議
会
「
第
九
七
回
　
議
事
録
」（
山
本
（
敬
）
幹
事
）
四
〇
頁
。

（
46
）　
審
議
会
「
第
九
七
回
　
議
事
録
」（
金
洪
周
関
係
官
）
四
〇
頁
。


