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一
、
損
害
賠
償
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
の
基
本
構
成

二
、
予
見
の
主
体
お
よ
び
時
期

三
、
故
意
・
重
過
失
に
よ
る
債
務
不
履
行
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
の
特
則
の
要
否

四
、
損
害
額
の
算
定
基
準
時
の
原
則
規
定
お
よ
び
損
害
額
の
算
定
ル
ー
ル
に
つ
い
て

１
　
物
の
引
渡
債
務
の
不
履
行
に
関
す
る
填
補
賠
償
の
損
害
額
の
算
定
基
準
時
に
関
す
る
規
定
の
要
否

２
　
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
関
す
る
大
綱
的
規
定
の
要
否

⑴
第
三
八
回
会
議
に
お
け
る
議
論

⑵
第
三
分
科
会
　
第
三
回
会
議
に
お
け
る
議
論
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一
、
損
害
賠
償
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
の
基
本
構
成

今
般
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
核
心
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
と
そ
の
免
責
（
帰
責
事
由
）
に
あ
る
が
、
そ
れ
と
関

連
し
て
そ
の
損
害
賠
償
の
範
囲
も
重
要
な
項
目
の
一
つ
で
あ
る
。
現
行
法
で
こ
れ
を
規
律
す
る
の
は
、
民
法
四
一
六
条
一
項
・
二
項
の

規
定
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
規
定
も
そ
の
文
言
の
ま
ま
適
用
す
る
に
は
困
難
が
あ
り
、
種
々
の
解
釈
に
よ
っ
て
内
容
が
補
わ
れ
て

適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
第
一
項
で
、
通
常
生
ず
べ
き
損
害
、
こ
れ
が
基
本
的
に
は
損
害
賠
償
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
二
項
に
お
い
て
、
当
事
者
の
特
別
の
事
情
の
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
特
別
の
事
情
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠

償
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
は
い
る
。
そ
こ
で
、
民
法
四
一
六
条
一
項
で
、
通
常
損
害
の
賠
償
、
二
項

で
特
別
事
情
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
が
規
律
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
基
本
的
理
解
の
も
と
で
、
こ
れ
ま
で
判
例
・
実
務
が
運
用
さ
れ

て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
判
例
・
通
説
・
実
務
的
運
用
が
し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
尊
重
す
る
と
、
現
行
法
の
通
常
損

害
・
特
別
損
害
と
い
う
枠
組
み
を
基
本
的
に
は
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
修
正
・
改
善
を
図
る
と
い
う
方
向
（
甲
案

：

現
行
法
で
あ
る
判

例
・
通
説
の
支
持
）
が
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
経
済
界
で
は
、「
通
常
損
害
と
特
別
損
害
と
い
う
現
行
の
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
い
い
ま
す
か
、
概
念
と
い
い
ま
す
か
、
そ

う
い
っ
た
も
の
が
比
較
的
分
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
、
で
き
れ
ば
継
続
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
て
い

た
（
１
）」
と
さ
れ
、
ま
た
、「
弁
護
士
会
で
も
、
通
常
損
害
と
特
別
損
害
と
い
う
従
来
の
考
え
方
を
用
い
て
規
律
す
る
の
が
い
い
と
い
う
意

見
で
す（２
）。」
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
裁
判
官
の
委
員
か
ら
も
「
特
別
損
害
と
通
常
損
害
の
区
別
と
い
う
の
は
維
持
し
て
い
た
だ
く
ほ
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う
が
、
安
定
的
な
運
用
を
し
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す（３
）。」

と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
示
唆
的
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に

お
い
て
い
く
つ
か
の
損
害
項
目
の
主
張
が
あ
る
場
合
に
、
あ
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
、
特
段
、
詳
し
く
主
張
立
証
し
て
い
た

だ
く
ま
で
も
な
い
、
賠
償
の
範
囲
に
入
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
審
理
等
を
す
る
ま
で
も
な
い
、
当
然
、
こ
れ
は
賠
償
の
範
囲

に
入
る
と
い
う
こ
と
で
法
律
家
な
ら
全
員
の
感
覚
が
共
通
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
他
方
、
こ
の
項
目
は
賠
償
の
範
囲

に
入
る
だ
ろ
う
か
、
よ
く
考
え
て
み
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
も
の
も
あ
る
（
４
）
」
と
。

こ
れ
は
、
法
律
家
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
通
常
損
害
に
な
る
と
意
見
が
一
致
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
、
賠
償
範
囲

に
入
る
か
ど
う
か
検
討
を
要
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
特
別
損
害
に
あ
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
で

あ
る
。

ち
な
み
に
通
常
損
害
と
特
別
損
害
の
主
張
・
立
証
の
実
務
的
運
用
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
質
問
（
５
）
が
出
さ
れ
た
が
、
そ

れ
に
対
し
て
は
、「
損
害
を
請
求
す
る
側
に
し
て
み
た
ら
、
通
常
損
害
と
特
別
損
害
の
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
い
い
わ

け
で
、
自
分
の
損
害
の
主
張
と
し
て
は
総
額
は
こ
う
だ
と
主
張
し
て
、
実
は
そ
の
中
に
特
別
損
害
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
と
な
る
と
、
相

手
方
が
そ
の
指
摘
を
す
る
、
こ
れ
に
対
し
て
さ
ら
に
請
求
さ
れ
る
側
が
賠
償
さ
れ
る
べ
き
範
囲
に
入
る
こ
と
を
主
張
す
る
（
６
）
」
と
回
答
さ

れ
る
。

一
方
、
通
常
損
害
・
特
別
損
害
と
い
う
区
分
を
設
け
ず
、
予
見
可
能
で
あ
っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定

（
乙
案
）
を
支
持
す
る
見
解
も
わ
ず
か
な
が
ら
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
通
常
損
害
、
特
別
損
害
と
い
う
枠
組
み
と
い
う
の
が
果
た
し
て

い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
持
っ
て
（
７
）
」
い
て
、「
通
常
損
害
と
い
う
も
の
で
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
予
見
可
能
な
あ
る
い
は
予

見
す
べ
き
損
害
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
考
え
る
の
が
、
出
発
点
と
し
て
は
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
（
８
）
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か



五
〇

し
、
同
時
に
や
は
り
、
予
見
可
能
性
だ
け
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
不
安
を
抱
え
て
お
り
、「
予
見
可
能
性
と
い
う
概
念
を
中
核
と
し
て

契
約
に
固
有
の
ル
ー
ル
を
組
み
立
て
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
迷
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

契
約
の
下
で
考
慮
し
た
と
き
に
、
債
務
者
の
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
損
害
が
賠
償
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
と
い
う
部
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
を
予
見
可
能
性
と
い
う
タ
ー
ム
で
表
現
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
疑
問
を
抱
く
と
こ
ろ
が

あ
る
（
９
）
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
通
常
損
害
を
廃
し
、
予
見
可
能
性
を
中
心
と
し
た
規
律
と
す
る
こ
と
に
は
様
々
な
懸
念
が
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

「
予
見
可
能
性
と
い
う
言
葉
、
判
断
基
準
に
非
常
な
不
安
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
現
実
問
題
と
し
て
債
務
不
履
行
が
起
き
た
場
合
に
ど

ん
な
損
害
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
な
い
契
約
は
か
な
り
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
…
現
実
問
題
と
し
て
契
約
締
結
時
に
損
害
あ

る
い
は
損
害
の
額
の
予
見
を
し
な
い
例
が
圧
倒
的
に
多
い
場
合
に
、
基
準
と
し
て
予
見
可
能
性
と
い
う
の
が
決
定
的
に
な
っ
て
本
当
に

い
い
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
最
初
に
あ
り
ま
す
。
…
通
常
損
害
と
い
う
言
葉
に
弁
護
士
会
と
し
て
非
常
に
賛
成
が
多
い
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
…
予
見
可
能
イ
コ
ー
ル
通
常
で
は
な
く
、
予
見
可
能
性
以
外
に
公
平
観
念
だ
と
か
、
相
当
因
果
関
係
で
、
こ
こ
ま
で
が

相
当
だ
ろ
う
と
い
う
、
何
か
、
そ
う
い
う
予
見
可
能
性
以
外
の
観
念
を
忍
び
込
ま
せ
て
、
通
常
と
い
う
の
を
使
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
に
安
心
感
が
あ
る
。
な
お
か
つ
判
例
の
積
み
重
ね
が
あ
り
ま
す
）
（1
（

。」
ま
た
、「
予
見
可
能
性
だ
け
で
足
り
る
の
か
、
そ

れ
以
外
の
何
ら
か
の
要
素
が
必
要
な
の
か
…
や
は
り
予
見
可
能
性
以
外
の
何
ら
か
の
基
準
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
…
通
常

性
の
基
準
で
織
り
込
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
）
（（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
予
見
可
能
性
以
外
の
要
素
が
必
要
で
は
な
い
か
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
予
見
可
能
性
と
い
う
言
葉
を
契
約
と
し
て
の
観
点
か
ら
解
釈
を
加
え
、「
単
な
る
予
見
で
は
な
く
て
、
契
約
当
事
者
が

そ
こ
ま
で
契
約
の
責
任
と
し
て
了
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
）
（1
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
そ
の
内
容
が
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
予
見
可
能
性
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
、「
特
別
事
情
の
と
こ
ろ
に
出
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て
く
る
予
見
の
概
念
に
対
し
て
、
何
か
制
限
す
べ
き
で
は
な
い
か
）
（1
（

」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、「
債
権
者
か
ら
契
約
締
結
段
階
で
言

わ
れ
た
事
情
、
告
げ
ら
れ
た
事
情
と
い
う
の
は
予
見
可
能
ど
こ
ろ
か
、
債
務
者
が
知
っ
て
い
る
事
情
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ

う
い
う
も
の
が
す
べ
て
損
害
賠
償
の
範
囲
に
組
み
込
ま
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
…
ま
さ
に
契

約
内
容
と
し
て
、
そ
う
い
う
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
、
き
ち
ん
と
読
み
取
れ
る
ぐ
ら
い
の
合
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

な
い
と
）
（1
（

」
い
け
な
い
と
し
て
、「
契
約
の
責
任
と
了
解
」
か
ら
一
歩
進
め
、「
合
意
」
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
求
め
よ
う
と
す
る

も
の
も
あ
る
。

次
に
、「
予
見
の
対
象
を
現
行
法
の
よ
う
に
『
事
情
』
と
す
る
か
、『
損
害
』
と
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、『
損
害
』
を
事
実

と
し
て
捉
え
る
と
、『
事
情
』
と
『
損
害
』
は
区
別
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
区
別
で
き
る
場
合
で
も
、『
損
害
』
を
具
体
的
な
『
事

情
』
を
組
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
『
損
害
』
を
予
見
の
対
象
と
す
れ
ば
、
結
論
に
違
い
は
な
い
。
こ
う
い
う

理
由
か
ら
、
結
論
と
し
て
、
予
見
の
対
象
は
『
損
害
』
と
し
て
も
別
に
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
）
（1
（

」
と
考
え
る
と
、
現
行
民
法
四
一
六

条
二
項
の
分
か
り
に
く
さ
も
あ
る
程
度
解
消
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
乙
案
の
別
案
、
す
な
わ
ち
、「
損
害
賠
償
の
範
囲
に
関
し
、
①
通
常

生
ず
べ
き
損
害
、
と
②
予
見
可
能
で
あ
っ
た
特
別
の
損
害
」、
と
す
る
見
解
に
対
し
て
、「
乙
案
の
別
案
、
こ
れ
は
弁
護
士
か
ら
見
る
と
、

何
か
甲
案
の
別
案
で
、
事
情
を
抜
い
て
す
っ
き
り
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
い
か
…
通
常
と
特
別
を
残
し
て
事
情
を
抜
く
と
い
う
案
に
つ
い

て
は
、
結
構
な
支
持
が
あ
る
）
（1
（

」、
と
か
「
基
本
的
に
予
見
可
能
性
が
基
準
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
通
常
損
害
で
あ
れ
ば
当
然
、

予
見
可
能
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
具
体
的
に
予
見
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
特
別
損
害
だ
、
と
い
う
こ
と
で
整
理
で
き

る
の
で
は
な
い
か
）
（1
（

」
と
さ
れ
、
乙
案
の
別
案
が
支
持
さ
れ
る
。

そ
し
て
通
常
損
害
・
特
別
損
害
と
い
う
枠
組
み
を
維
持
す
る
こ
と
が
、「
定
型
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
、
よ
り
具
体
的
に
契
約
に

即
し
て
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
思
考
経
済
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
一
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応
、
そ
れ
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
）
（1
（

」
と
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
判
例
実
務
が
き
わ
め
て
永
い
間
、
現
行
民
法
四
一
六
条
の
も
と
で
、「
通
常
損
害
・
特
別
損
害
」
と
い
う

基
本
的
構
成
に
従
い
な
が
ら
、
現
実
の
紛
争
に
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
に
習
熟
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
、
現
実
の
問
題
に
直
面
し
た
と
き
、
法
律
家
で
あ
れ
ば
誰
で
も
、
こ
れ
は
紛
う
こ
と
な
く
通
常
損
害
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
共

有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
部
分
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
傾
聴
に
値
す
る
。
そ
う
し
た
反
面
、
現
行
民
法
四
一
六
条
の
文
言
が
、
そ

の
ま
ま
で
は
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
解
釈
の
工
夫
を
持
ち
込
ん
で
様
々
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
も
看
過

で
き
な
い
。
通
常
損
害
・
特
別
損
害
と
い
う
言
葉
を
維
持
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
よ
り
わ
か
り
や
す
い
も
の
へ
整
理
し
て
提
示
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

乙
案
の
よ
う
に
、
通
常
損
害
・
特
別
損
害
と
い
う
言
葉
を
廃
し
て
し
ま
っ
て
、
予
見
可
能
で
あ
っ
た
損
害
の
賠
償
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
旨
の
規
定
に
し
た
場
合
に
は
、
乙
案
の
主
張
者
も
そ
の
他
多
く
の
委
員
・
幹
事
が
懸
念
す
る
よ
う
に
、
債
務
者
の
負
担
と
さ
れ
る

べ
き
損
害
を
予
見
可
能
性
と
い
う
言
葉
だ
け
で
す
べ
て
カ
バ
ー
で
き
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
。
当
該
契
約
の
趣
旨
・
目
的

等
か
ら
債
務
者
が
負
担
す
べ
き
範
囲
の
も
の
を
い
う
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
基
準
」
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

や
は
り
、
そ
の
内
容
を
よ
り
具
体
化
で
き
る
基
準
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
基
底
と
な
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
通
常

損
害
・
特
別
損
害
の
概
念
で
あ
り
、
こ
の
基
本
構
造
を
活
か
し
た
形
で
、
よ
り
精
緻
な
も
の
へ
と
築
き
上
げ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
、
予
見
の
主
体
お
よ
び
時
期

損
害
賠
償
の
範
囲
の
要
件
と
し
て
の
損
害
ま
た
は
事
情
を
予
見
す
べ
き
主
体
お
よ
び
時
期
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
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あ
り
得
る
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。
す
な
わ
ち
、【
甲
案
】
予
見
の
主
体
は
債
務
者
と
し
、
予
見
の
時
期
は
債
務
不
履
行
の
時
と
す
る
。

【
乙
案
】
予
見
の
主
体
は
契
約
の
両
当
事
者
と
し
、
予
見
の
時
期
は
契
約
締
結
の
時
と
す
る
。
そ
し
て
乙
案
を
採
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
契
約
締
結
後
に
予
見
可
能
と
な
っ
た
事
情
又
は
損
害
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、【
乙
―
一
案
】
特
段
の
規
定
を
設
け
な
い
も
の
と

す
る
。【
乙
―
二
案
】
契
約
締
結
後
に
債
務
者
に
予
見
可
能
と
な
っ
た
事
情
に
よ
る
損
害
（
又
は
予
見
可
能
と
な
っ
た
損
害
）
に
つ
き
、

債
務
者
が
損
害
回
避
の
た
め
の
合
理
的
な
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
害
も
賠
償
範
囲
に
含
ま
れ
る
旨
の
規
定
と
す
る
。

【
乙
案
の
別
案
】
契
約
時
の
リ
ス
ク
分
配
を
重
視
す
る
考
え
方
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
債
権
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
契
約
締
結
の
時
点

に
お
い
て
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
予
見
可
能
性
が
な
く
と
も
債
務
者
に
と
っ
て
予
見
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
賠
償
範
囲
に
含
め
る
旨
の
規

定
と
す
る
、
と
い
っ
た
案
で
あ
る
。

ま
ず
、
現
在
の
判
例
・
通
説
の
考
え
方
で
あ
る
、
予
見
の
主
体
は
債
務
者
と
し
、
予
見
の
時
期
は
債
務
不
履
行
の
時
と
す
る
甲
案

を
支
持
す
る
意
見
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実
務
家
の
委
員
等
を
中
心
に
表
明
さ
れ
る
。「
弁
護
士
会
の
意
見
は
圧
倒
的
多
数
が
現
在
、

判
例
、
通
説
と
い
わ
れ
て
い
る
債
務
者
を
基
準
に
し
て
、
か
つ
基
準
時
は
債
務
不
履
行
時
と
す
る
と
い
う
考
え
方
に
賛
成
し
て
い
る
）
11
（

」

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
の
委
員
か
ら
は
、
乙
案
以
下
に
対
す
る
理
論
構
成
面
に
お
け
る
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
乙

案
に
つ
い
て
も
そ
れ
な
り
の
根
拠
は
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
契
約
締
結
後
の
事
情
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
一
切
、

考
慮
に
入
れ
な
い
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
、
乙
―
二
案
で
は
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
程
度
は
解

消
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
乙
―
二
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
契
約
締
結
後
の
事
情
に
対
し
て
合
理
的
な
措
置

を
取
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
要
件
を
掛
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
契
約
締
結
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
同

じ
要
件
を
掛
け
な
く
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
よ
く
分
か
ら
な
い
気
が
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
甲
案
を
採
ら
な
い
で
、

乙
案
を
採
用
し
な
が
ら
、
乙
―
二
案
を
採
用
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
理
論
的
に
一
貫
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
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実
際
問
題
と
し
て
、
甲
案
と
乙
―
二
案
で
具
体
的
に
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
の
が
も
う
一
つ
理
解
で
き
な
い
）
1（
（

」
と
。

そ
し
て
、
経
済
界
の
委
員
か
ら
は
、「
実
際
上
、
現
行
の
裁
判
実
務
が
甲
案
で
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
重
い
と
い
う
受

け
止
め
は
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
、
本
当
に
そ
れ
を
覆
し
て
い
い
の
か
と
い
う
の
が
一
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
…
甲
案
を
支
持
す
る

と
す
れ
ば
、
信
義
則
か
何
か
で
具
合
的
妥
当
性
の
あ
る
賠
償
範
囲
ま
で
制
限
し
て
い
く
こ
と
を
セ
ッ
ト
で
考
え
る
、
と
り
わ
け
、
債
権

者
側
の
履
行
期
に
至
る
ま
で
の
事
情
で
、
リ
ス
ク
を
た
だ
一
方
的
に
伝
え
る
だ
け
で
自
分
で
何
も
し
な
か
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う

な
事
情
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
は
債
権
者
の
リ
ス
ク
軽
減
努
力
の
不
十
分
さ
等
も
斟
酌
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
）
11
（

」
と
、
賠

償
範
囲
の
制
限
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
予
見
の
主
体
は
両
当
事
者
で
あ
る
と
し
、
予
見
時
期
は
、
基
本
的
に
は
契
約
締
結
時
で
あ
る
が
、
契
約
締
結
後
に
債

務
者
に
予
見
可
能
と
な
っ
た
事
情
（
又
は
損
害
）
に
つ
き
、
債
務
者
が
損
害
回
避
の
た
め
の
合
理
的
な
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
損
害
も
賠
償
範
囲
に
含
ま
れ
る
（
乙
案
＋
乙
―
二
案
）
と
の
見
解
を
基
本
的
に
支
持
す
る
意
見
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

が
、
特
に
特
別
損
害
が
広
が
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
の
認
識
が
み
ら
れ
る
。

「
予
見
の
主
体
及
び
時
期
の
と
こ
ろ
の
問
題
と
し
て
は
甲
案
（
筆
者
注

：

乙
案
の
誤
り
か
）
を
原
則
と
し
、
両
契
約
の
当
事
者
を
予

見
の
主
体
と
し
、
時
期
も
契
約
締
結
時
と
す
る
の
が
よ
い
…
乙
―
二
案
の
合
理
的
な
措
置
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
れ
ま
た
、
か

な
り
広
が
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
相
当
な
措
置
、
も
う
ち
ょ
っ
と
何
か
い
い
言
葉
が
あ
る
と
い
い
の
で
す
け
れ
ど

も
、
少
し
絞
り
を
か
け
る
よ
う
な
表
現
で
乙
―
二
案
を
併
せ
て
採
用
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
か
）
11
（

」、
あ
る
い
は
、「
契
約
の
両
当
事
者
が

契
約
締
結
の
と
き
に
予
見
し
得
た
事
情
と
い
う
の
を
基
本
に
考
え
る
の
が
、
契
約
の
損
害
賠
償
と
し
て
は
原
則
だ
ろ
う
…
、
場
合
に
よ

っ
て
は
債
務
者
の
み
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
、
債
務
者
に
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
せ
て
も
い
い
と
い
う
ケ
ー

ス
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
…
債
権
者
の
側
が
、
事
情
が
こ
う
変
わ
っ
て
き
た
の
で
私
の
損
害
は
こ
ん
な
に
増
え
ま
す
と
い
う
こ
と
を
債
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務
者
に
通
知
す
れ
ば
、
突
然
、
債
務
者
の
損
害
賠
償
義
務
が
そ
れ
以
前
よ
り
も
う
ん
と
重
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
か
、
そ
の
分
の
損
害

の
賠
償
を
自
動
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
点
で
大
変
疑
問
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
損
害
回
避
の
た
め
の
合
理

的
な
措
置
あ
る
い
は
相
当
な
措
置
と
い
う
の
も
、
損
害
回
避
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
義
務
の
内
容
を
こ
の
レ
ベ

ル
、
あ
の
レ
ベ
ル
と
考
え
ま
し
ょ
う
と
読
め
る
わ
け
で
す
が
、
後
で
告
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
分
か
っ
た
事
情
が
そ
も
そ
も

損
害
回
避
義
務
の
対
象
に
な
る
の
か
、
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
ま
ず
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

新
た
に
判
明
し
た
事
情
あ
る
い
は
新
た
に
債
権
者
か
ら
告
げ
ら
れ
た
事
情
に
基
づ
い
て
予
見
可
能
と
な
っ
た
損
害
を
回
避
す
る
こ
と
が
、

契
約
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
相
当
と
評
価
さ
れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
恐
ら
く
損
害
賠
償
の
範
囲
に
入
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
）
11
（

」
と
し
、
予
見
可
能
性
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
を
相
当
な
範
囲
に
制
限
す
る
基
準
を
契
約
の
趣
旨
に
還
元
す
る
。
そ
し
て
、

「
契
約
締
結
の
後
に
あ
る
事
情
が
生
じ
、
契
約
の
時
点
で
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
債
務
者
が
知
る
こ
と
に
な
っ
た

と
き
、
そ
の
よ
う
な
債
務
者
が
、
そ
の
状
況
下
に
お
い
て
当
該
契
約
に
照
ら
せ
ば
、
そ
の
契
約
の
下
で
ど
の
よ
う
な
行
動
を
す
べ
き
で

あ
っ
た
の
か
、
損
害
回
避
行
動
を
取
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
）
11
（

」
と
い
う
よ
う
に
、

「
契
約
の
趣
旨
へ
の
還
元
」
の
内
容
が
明
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
契
約
の
趣
旨
」
を
重
視
す
る
見
解
で
は
、
予
見
の
主
体
は
両
当
事
者
と
考
え
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
や
す
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
契
約
締
結
時
の
リ
ス
ク
分
配
を
重
視
す
る
考
え
方
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
債
権
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
契
約
締

結
の
時
点
に
お
い
て
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
予
見
可
能
性
が
な
く
と
も
債
務
者
に
と
っ
て
予
見
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
賠
償
範
囲
に
含
め

る
考
え
方
（
乙
案
の
別
案
）
を
採
る
と
ま
た
違
っ
た
方
向
性
が
出
て
く
る
。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
、
や
は
り
賠
償
範
囲
の
制
限
と
い
う

と
こ
ろ
に
意
識
が
向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
契
約
時
に
お
い
て
債
務
者
が
予
見
し
て
い
た
、
こ
こ
は
債
権
者
で
は
な
く
て
債
務
者

が
予
見
し
、
ま
た
、
予
見
可
能
で
あ
っ
た
も
の
は
契
約
時
に
覚
悟
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
損
害
賠
償
の
範
囲
と
し
て
い
い
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だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
契
約
を
締
結
し
て
か
ら
債
務
不
履
行
時
ま
で
に
生
じ
た
何
ら
か
の
事
情
を
知
っ
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
予
見
す

べ
き
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
賠
償
の
範
囲
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
、
何
ら
か
の
制
約
原

理
が
必
要
で
は
な
い
か
。
…
損
害
に
関
し
て
は
公
平
と
い
う
言
葉
、
契
約
の
趣
旨
・
目
的
若
し
く
は
公
平
に
照
ら
し
て
、
債
務
者
の
負

担
と
す
る
の
が
相
当
な
損
害
に
つ
い
て
、
賠
償
の
範
囲
を
限
る
、
そ
の
よ
う
な
何
ら
か
の
原
理
が
必
要
で
は
な
い
か
）
11
（

」、
と
し
「
乙
案

の
別
案
を
採
用
し
た
上
で
乙
―
二
案
を
採
用
す
る
。
た
だ
、
乙
―
二
案
の
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
損
害
を
回
避
す
る
た
め
の
合
理

的
な
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
、
こ
の
言
い
回
し
に
つ
い
て
は
疑
問
を
持
っ
て
お
り
ま
す
）
11
（

」
と
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、「
予
見
の
主
体
や
時
期
に
つ
い
て
は
、
乙
―
二
案
と
乙
案
の
別
案
と
い
う
の
と
の
組
合
せ
も
あ
る
か
な
と
は
考
え
て
お

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
組
合
せ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
一
つ
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
合
理
的

な
措
置
と
い
う
言
葉
が
乙
―
二
案
で
出
て
ま
い
り
ま
す
け
れ
ど
も
こ
の
合
理
的
と
い
う
言
葉
が
や
や
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
の
で
は
な

い
か
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
そ
れ
は
経
済
合
理
人
を
想
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
抵
抗
感
を
抱
か
れ
る
、
あ
る
い

は
懸
念
を
持
た
れ
る
と
い
う
向
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
…
相
当
な
措
置
と
か
、
何
か
ほ
か
の
言
葉
に
替
え
て
、
や
や

翻
訳
的
な
言
葉
か
も
し
れ
な
い
合
理
的
と
い
う
の
を
、
も
う
少
し
受
け
入
れ
や
す
い
言
葉
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
と
思

い
ま
す
）
11
（

」
と
し
、
ま
た
「
乙
案
を
採
り
な
が
ら
乙
―
二
案
を
採
る
の
は
、
整
合
的
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
な
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
乙
―
一
案
に
つ
い
て
は
懸
念
を
持
つ
方
々
が
多
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
恐
ら
く
契
約
解
釈
に
よ
っ
て
す
べ
て

が
契
約
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
契
約
に
還
元
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
で
大
丈
夫
か
な
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
犠
牲
が
伴
わ
な
い
だ
ろ
う
か
、
契
約
解
釈
に
過
重
な
負
担
を
か
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
疑
念
が
あ
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
契
約
後
の
身
勝
手
な
行
為
と
か
、
信
義
則
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
と
い
う
の
を
ど
う
や
っ
て
取
り
込

む
の
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
…
乙
―
二
に
よ
っ
て
具
体
的
に
決
め
て
お
い
て
、
そ
れ
を
契
約
に
還
元
す
る
と
い
う
立
場
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か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
し
、
二
元
的
な
立
場
か
ら
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
ど
の
立
場
か
ら
も

説
明
で
き
る
と
い
う
具
体
的
な
規
律
と
い
う
の
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
）
11
（

」
と
さ
れ
る
。

こ
の
乙
案
の
別
案
に
乙
―
二
案
を
組
み
合
わ
せ
た
見
解
の
中
で
、
最
も
内
容
的
に
詰
め
ら
れ
た
見
解
が
、
次
の
意
見
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
契
約
に
よ
る
リ
ス
ク
分
配
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
し
た
が
っ
て
基
本
的
に
は
契
約
締
結
時
の
認
識
可
能
性
を
ま
ず

は
基
準
に
す
る
と
い
う
考
え
方
を
採
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
が
直
ち
に
、
両
当
事
者
の
予
見
可
能
性
を

問
題
に
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
私
は
疑
問
を
持
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
債
務
者
の
予
見
可
能
性
で
足
り

る
の
で
は
な
い
か
…
乙
案
の
別
案
を
基
本
に
し
て
、
そ
れ
に
乙
―
二
案
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
考
え
方
を
支
持
す
る
…
契
約
時
の
リ

ス
ク
分
配
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
通
常
問
題
と
な
る
の
は
、
具
体
的
な
リ
ス
ク
分
配
合
意
が
当
事
者
間
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
具
体
的
合
意
が
な
い
場
合
に
、
契
約
締
結
時
の
当
事
者
の
認
識
等
に
照
ら
し
て
、
リ
ス
ク
を

債
務
者
が
ど
の
範
囲
で
負
担
す
べ
き
趣
旨
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
か
と
い
う
規
範
的
な
評
価
が
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
…
両

当
事
者
の
予
見
可
能
性
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
債
務
者
の
予
見
可
能
性
を
問
題
に
す
れ
ば
足
り
る
…
そ
し
て
更
に
…
契
約
締
結

後
に
予
見
可
能
と
な
っ
た
事
情
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
も
、
債
務
者
が
そ
の
損
害
回
避
の
た
め
の
措
置
を
取
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
取

ら
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
賠
償
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
加
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
…
契
約
の

趣
旨
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
ま
で
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
べ
き
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
…
ま
ず
予
見
可
能
性
を
基
準
と
し
て
枠
を
く
く
り
、
そ
の
上
で
、
例
外
と
し
て
契
約
の
趣
旨
・
目
的

に
照
ら
し
て
相
当
で
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
も
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
）
11
（

」
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

予
見
の
主
体
と
時
期
に
関
す
る
問
題
も
、
債
務
者
の
損
害
賠
償
の
範
囲
を
適
切
に
画
定
す
る
た
め
の
道
具
立
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と



五
八

の
認
識
が
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
損
害
賠
償
を
す
る
の
は
債
務
者
で
あ
り
、
契
約
関
係
に
入
っ
た
債
務
者
は
、
債
権
者
利
益
の
実
現

を
果
た
す
た
め
に
い
か
な
る
義
務
を
負
い
、
い
か
な
る
範
囲
の
損
害
賠
償
を
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
画
定
で
き
る
よ
う
な
基
準

を
明
示
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
契
約
締
結
時
点
に
お
け
る
両
当
事
者
の
リ
ス
ク
分
配
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
範
囲
が
定
ま
る
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
れ

を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
そ
れ
は
契
約
締
結
時
に
お
け
る
両
当
事
者
に
よ
る
、
い
わ
ば
「
損
害
賠
償
の
範
囲
の
予
定
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
や
は
り
、
こ
こ
に
は
客
観
的
な
規
範
的
な
リ
ス
ク
分
配
と
い
う
視
点
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
視
点
を

重
視
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
れ
は
両
当
事
者
の
リ
ス
ク
分
配
か
ら
は
離
れ
て
い
き
、
結
局
損
害
賠
償
責
任
者
た
る
債
務
者
に
対
す
る
客
観

的
視
点
か
ら
の
規
範
的
な
責
任
の
割
り
当
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
規
範
的
な
評
価
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

そ
の
名
宛
人
は
賠
償
責
任
者
た
る
債
務
者
で
あ
り
、
予
見
の
主
体
は
債
務
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
こ
で
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
予
見
の
主
体
と
し
て
は
、
債
務
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
、
契
約
締
結
時
に
お

け
る
予
見
可
能
性
に
限
定
す
る
こ
と
は
不
合
理
だ
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
債
務
者
は
債
権
者
と
契
約
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
り
、

債
権
者
の
契
約
利
益
を
実
現
す
べ
く
少
な
く
と
も
そ
の
債
務
を
完
了
す
る
ま
で
は
、
信
頼
関
係
の
渦
中
に
身
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
り
、

も
し
、
契
約
締
結
時
か
ら
債
務
不
履
行
時
ま
で
の
間
に
、
債
務
者
に
損
害
発
生
の
予
見
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
債
務
者
は
そ
の
損
害
の
発

生
を
回
避
す
べ
き
義
務
が
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
回
避
義
務
は
、
規
範
的
に
債
務
者
に
課
さ
れ
期
待
さ
れ
う
る
相
当
な

行
為
義
務
で
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
は
相
当
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
て
決
定
さ
れ
る
と

い
う
の
は
正
し
い
が
、
そ
れ
で
は
基
準
を
示
す
の
を
放
棄
し
た
に
等
し
く
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
基
準
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
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三
、
故
意
・
重
過
失
に
よ
る
債
務
不
履
行
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
の
特
則
の
要
否

債
務
者
に
債
務
不
履
行
に
つ
き
、
故
意
・
重
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
、
国
際
的
な
統
一
法
秩
序
の
規
定
の
中
に
は
、
生
じ
た
す
べ
て

の
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
と
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
規
定
を
お
く
べ
き
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
規
定
の
導
入
に
積
極
的
な
意
見
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
り
、
そ
れ
も
こ
の
「
考
え
方
も
必
ず
し
も
捨
て
難
い
）
1（
（

」
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
そ
の
根
拠
も
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
圧
倒
的
多
数
と
い
う
か
、
他
の
す
べ
て
の
意
見
は
、
理
由
は
様
々
で
あ
る
が
、
導
入
に
反
対

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
反
対
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
規
定
自
体
は
、
十
分
、
あ
り
得
る
考
え
方
だ
と
は
思
い
ま
す
。
国
際
的
に
も
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
取
り
込
ん
だ
も
の
が
あ
る
と

思
い
ま
す
の
で
、
検
討
の
対
象
に
は
な
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
た
だ
、
余
り
選
択
肢
を
広
げ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
か
え
っ
て
議
論
が
集

約
し
に
く
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
は
外
し
て
お
い
て
残
り
で
考
え
よ
う
と
い
う
の
が
今
回
の
ご
提
案
で
は
な
い
の
か
）
11
（

」、「
こ

う
い
う
場
面
に
お
け
る
重
過
失
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
か
な
り
慎
重
に
や
ら
な
い
と
い
け
な

い
。
そ
の
上
に
債
務
不
履
行
の
故
意
と
い
う
の
は
一
体
何
を
対
象
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
の
捉
え
方
次
第
で
は
、
私
た
ち
が
規
定
を
設
け
る
べ
き
だ
と
考
え
た
際
に
想
定
し
て
い
た
の
と
は
違
う
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
取
ら
れ
る

お
そ
れ
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
…
特
に
民
法
は
一
般
法
で
、
あ
る
特
定
の
取
引
類
型
に
特
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
更
に
慎
重

に
や
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
）
11
（

」、「
弁
護
士
会
は
大
多
数
は
『
設
け
な
い
』
で
賛
成
で
す
が
、
消
費
者
委
員
会
の
ほ
う
か
ら
詐
欺
的
な
商

法
の
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
規
定
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
と
思
う
と
。
た
だ
、
民
法
に
一
般
論
と
し
て
書
く
こ
と
ま
で
は
主
張
し
な
い

け
れ
ど
も
、
民
法
に
消
費
者
概
念
を
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
消
費
者
に
対
す
る
詐
欺
的
商
法
の
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
、
あ
る
い
は
そ
う



六
〇

い
う
解
釈
が
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
要
請
が
ご
ざ
い
ま
し
た
）
11
（

。」、「
一
般
に
債
務
不
履
行
の
故
意
と
い
う

も
の
が
そ
も
そ
も
何
か
と
い
う
の
が
よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
こ
れ
を
定
め
る
の
は
、
問
題
が
あ
る
）
11
（

」、「
こ
こ
で
考
え
て
い
る
よ
う
に

全
損
害
を
賠
償
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
は
、
か
え
っ
て
ど
こ
ま
で
い
く
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
く
て
、
明
文
で
書
く
の
は
避
け
た
ほ
う
が

い
い
）
11
（

」、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
応
の
結
論
と
し
て
、「
大
多
数
は
規
定
無
し
で
よ
い
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
）
11
（

」
と
さ
れ
、

規
定
の
導
入
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
故
意
・
重
過
失
」
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な

も
の
か
と
い
う
の
が
明
確
で
な
い
よ
う
な
状
況
で
導
入
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

四
、
損
害
額
の
算
定
基
準
時
の
原
則
規
定
お
よ
び
損
害
額
の
算
定
ル
ー
ル
に
つ
い
て

１　

物
の
引
渡
債
務
の
不
履
行
に
関
す
る
填
補
賠
償
の
損
害
額
の
算
定
基
準
時
に
関
す
る
規
定
の
要
否

こ
れ
に
関
し
て
は
、「
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
」
に
お
い
て
、
実
体
的
多
元
説
の
立
場
か
ら
、〈
ア
〉
履
行
が
不
可
能
な
と
き
、
そ

の
他
履
行
が
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
と
き
〈
イ
〉
確
定
的
な
履
行
拒
絶
（
履
行
期
前
の
履
行
拒
絶
を
含
む
）
の
意
思
を
表
明
し
た
と

き
〈
ウ
〉
相
当
の
期
間
を
定
め
て
履
行
の
催
告
を
し
、
そ
の
期
間
が
徒
過
し
た
と
き
〈
エ
〉
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
、
が
挙
げ
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
時
点
を
債
権
者
が
任
意
に
選
択
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
案
）
11
（

が
、
検
討
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

一
方
、
物
の
価
格
の
算
定
基
準
時
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
統
一
的
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る

見
解
）
11
（

が
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
民
法
四
一
六
条
一
項
に
お
い
て
、「
通
常
損
害
」
に
つ
い
て
の
基
準
時
が
、
そ
し
て
、
予
見
可
能
性

の
あ
る
場
合
に
は
二
項
に
お
い
て
「
特
別
損
害
」
に
つ
い
て
基
準
時
が
、
そ
れ
ぞ
れ
優
先
順
位
と
と
も
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
も
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の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
い
か
な
る
方
向
が
妥
当
か
で
あ
る
が
、
当
初
の
検
討
案
は
す
べ
て
廃
さ
れ
、
設
け
な
い
こ
と
に
議
論

の
意
見
が
一
致
し
た
。
た
と
え
ば
、
経
済
界
の
委
員
か
ら
は
、「
設
け
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
大
勢
で
あ
っ
た
）
11
（

」、

弁
護
士
会
で
は
、「
多
数
は
賛
成
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
有
力
単
位
会
の
一
つ
が
填
補
賠
償
に
お
け
る
損
害
額
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
請

求
権
が
発
生
し
た
時
点
と
す
る
旨
の
判
例
法
理
も
あ
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
方
が
望
ま
し
い
と
い
う

意
見
で
し
た
）
1（
（

。」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
こ
こ
は
規
定
を
設
け
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
…
物
の
引
渡
債
務
に
つ
い
て
の
基
準
時

が
ど
う
か
と
い
う
判
例
法
理
自
体
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
自
身
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
）
11
（

」
と
い
う

よ
う
に
、
設
け
な
い
こ
と
に
一
致
し
て
お
り
、「
こ
の
部
会
の
委
員
幹
事
の
間
で
は
填
補
賠
償
算
定
基
準
時
に
関
す
る
規
定
は
設
け
る

必
要
は
な
い
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
、
一
応
、
一
致
し
た
）
11
（

」
と
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
規
定
は
設
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
当
初
目
論
ま
れ
て
い
た
、
実
体
的
多
元
説
を
背
景
と
し
た

「
債
権
者
が
任
意
に
基
準
時
を
選
択
で
き
る
」
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
判
例
に
お
け
る
準
則
が
あ
る
と
の

指
摘
が
あ
る
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
妥
当
な
結
論
だ
と
思
わ
れ
る
。

２　

損
害
賠
償
額
の
算
定
に
関
す
る
大
綱
的
規
定
の
要
否

損
害
賠
償
額
の
算
定
に
関
す
る
大
綱
的
規
定
と
し
て
、
た
と
え
ば
、「
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
契
約
が
履
行
さ
れ
て

い
れ
ば
債
権
者
が
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
経
済
的
地
位
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
べ
き
で
あ
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
」
と
の
考
え

方
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
提
案
に
関
し
て
議
論
が
な
さ
れ
る
。



六
二

⑴　

第
三
八
回
会
議
に
お
け
る
議
論

ま
ず
、
第
三
八
回
会
議
に
お
け
る
議
論
状
況
か
ら
み
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
意
見
の
大
勢
は
、「
設
け
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
意
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
経
済
界
の
内
部
で
議
論
し
た
と
こ
ろ
…
こ
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に

つ
い
て
は
余
り
賛
同
す
る
意
見
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
）
11
（

。」
弁
護
士
会
で
も
、「
ほ
と
ん
ど
が
設
け
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
で
し

た
。
た
だ
一
つ
、
得
べ
か
り
し
利
益
に
つ
い
て
は
当
然
入
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
明
示
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
意
見
は
あ
り
ま
し
た
）
11
（

」

と
い
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
今
ま
で
の
議
論
は
、
医
療
過
誤
だ
と
か
安
全
配
慮
義
務
だ
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
拡
大
損
害

を
あ
ま
り
念
頭
に
お
い
て
い
な
い
議
論
だ
っ
た
…
損
害
賠
償
に
は
こ
ん
な
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
前
向
き
、
後
ろ
向
き
、
横
向
き
と
三

つ
あ
り
ま
す
と
い
う
こ
と
を
注
意
喚
起
す
る
よ
う
な
条
文
を
置
い
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
置
い
て
も
い
い
で
し
ょ
う

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
い
か
が
な
ん
で
し
ょ
う
か
…
一
部
だ
け
挙
げ
る
と
、
他
の
タ
イ
プ
の
損
害
賠
償
は
日
本
民
法
は
認
め
な
い

か
の
よ
う
な
反
対
解
釈
に
な
る
リ
ス
ク
だ
け
が
残
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
ん
な
事
柄
は
教
科
書
に
お
任
せ
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
ほ
う
が
い

い
か
も
し
れ
な
い
）
11
（

」
と
、
否
定
的
意
見
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
唯
一
の
賛
成
意
見
は
、「
債
務
不
履
行
の
賠
償
の
方
向
性
と
い
う
こ
と
で
、
正
、
逆
の
両
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

仮
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
両
方
書
い
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
…
大
綱
的
な
規
定
を
置
く
場
合
で
も
、
履
行
利
益
と

い
う
言
葉
と
信
頼
利
益
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
…
ド
イ
ツ
の
二
〇
〇
一
年
改
正
で
入
っ
た
二
八
四
条
と
い
う
条
文
が
あ

り
ま
す
。
…
こ
の
種
の
規
定
は
積
極
的
に
設
け
る
方
向
で
考
え
て
み
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
）
11
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
一
応
の
結
論
と
し
て
は
、「
分
科
会
で
少
し
検
討
い
た
だ
い
た
上
で
、
そ
れ
を
見
て
部
会
で
最
終
的
に
ど
う
す
る
か
を
決

め
て
い
た
だ
く
）
11
（

」
こ
と
と
さ
れ
た
。
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⑵　

第
三
分
科
会　

第
三
回
会
議
）
11
（

に
お
け
る
議
論

第
三
分
科
会
で
は
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
や
は
り
否
定
論
が
多
い
。
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
意
見
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
弁
護
士
会
の
意
見
で
は
、「
こ
の
よ
う
な
大
綱
的
規
定
で
あ
れ
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
で
の
規
定
を
設
け
る

必
要
は
な
い
、
つ
ま
り
…
反
対
で
あ
る
と
い
う
の
が
ほ
ぼ
一
致
し
た
意
見
で
す
）
11
（

。」
と
さ
れ
、
当
の
委
員
も
「
規
定
を
設
け
る
こ
と
は

困
難
で
は
な
い
か
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
お
り
、
結
論
と
し
て
は
設
け
な
い
と
い
う
考
え
で
い
い
の
で
は
な
い
か
…
債
務
不
履
行
が
な

か
っ
た
と
き
の
状
態
と
、
現
実
に
起
こ
っ
た
状
態
の
差
額
を
調
整
す
る
よ
う
な
規
定
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

余
り
に
大
綱
的
で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
逆
に
曖
昧
と
い
い
ま
す
か
、
場
合
に
よ
っ
て
都
合
の
よ
い
結
論
を
導
く
だ
け
に
な
る
の

で
は
な
い
か
）
1（
（

」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
他
の
幹
事
か
ら
は
「
履
行
利
益
か
信
頼
利
益
か
と
い
う
形
で
き
れ
い
に
区
別
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
）
11
（

」
と
の
疑
問
も
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
信
頼
利
益
か
履
行
利
益
か
と
い
う
項
目
の
話
と
い
う
の
は
、
本
来
、
予
見
可
能
性
の
条
文

が
あ
っ
て
、
同
時
に
大
綱
的
な
こ
の
よ
う
な
条
文
が
あ
り
ま
す
と
、
そ
の
両
者
の
関
係
は
論
理
的
に
は
非
常
に
理
解
困
難
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
考
え
ま
す
と
、
結
論
と
し
て
は
な
く
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
）
11
（

」、
あ
る
い
は
「
損
害
に
は
こ
う
い
う
種
類

の
も
の
が
あ
り
ま
す
と
い
う
損
害
の
リ
ス
ト
を
全
部
挙
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
…
学
説
に
も

必
ず
し
も
固
ま
っ
て
い
な
い
も
の
も
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
少
な
く
と
も
損
害
内
容
の
緻
密
化
の
方
向
だ
け
は
目
指
さ
な
い
ほ
う
が
い

い
）
11
（

」
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
現
在
、「
素
案
ま
た
は
仮
案
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
大
綱
的
規
定
」
案
に
対
し
て
、
具
体
的
な
内

容
の
批
判
と
し
て
次
の
よ
う
な
意
見
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
契
約
が
履
行
さ
れ
て
い
れ
ば
債
権
者
が
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

部
分
が
狭
き
に
失
す
る
の
で
は
な
い
か
…
債
務
不
履
行
の
内
容
に
よ
っ
て
契
約
の
実
現
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
な
い

の
で
、
も
し
、
大
綱
的
と
い
う
な
ら
ば
、
債
務
や
義
務
が
履
行
さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
地
位
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
例
え



六
四

ば
自
己
決
定
の
確
保
に
向
け
ら
れ
た
ら
、
自
己
決
定
が
確
保
さ
れ
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
と
い
う
の
が
、
原
状
回
復

的
な
損
害
で
あ
っ
た
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
…
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
何
ら
か
の
大
綱
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
指
針
的
な
意
味
を
持
ち

得
る
か
と
い
う
の
は
、
そ
こ
が
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
）
11
（

」
と
。

こ
れ
ら
否
定
論
の
根
底
に
は
、
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
で
は
な
い
か
と
の
認
識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
肯
定
論
と
し
て
は
唯
一
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
履
行
利
益
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
指
針
と
し
て

賠
償
額
算
定
の
判
断
基
準
に
は
な
っ
て
い
る
。
契
約
あ
る
い
は
債
務
が
履
行
さ
れ
た
な
ら
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
と
い
う
形
で
、

一
応
、
指
針
に
は
な
っ
て
い
る
と
思
う
…
主
張
を
展
開
す
る
上
で
、
大
綱
的
な
基
準
が
あ
っ
た
ほ
う
が
主
張
・
立
証
し
や
す
い
の
で
は

な
い
か
）
11
（

…
実
際
の
裁
判
で
法
律
に
な
い
概
念
が
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
実
務
的
な
有
用
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
の
で
、
も
う
少
し
、
実
際
の
裁
判
で
行
わ
れ
て
い
る
判
断
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
手
掛
か
り
に
な
る
も
の
が
あ
っ
た
ほ
う
が

い
い
の
で
は
な
い
か
）
11
（

…
債
務
が
履
行
さ
れ
た
な
ら
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
実
現
す
る
と
い
う
方
向
と
、
そ
れ
か
ら
、
契
約
を
締

結
す
る
前
の
状
態
に
戻
す
と
い
う
二
つ
の
方
向
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
い
う
だ
け
の
条
文
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

前
者
が
拡
大
損
害
を
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
な
表
現
を
考
え
る
）
11
（

。」
と
。

こ
の
よ
う
な
肯
定
論
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
綱
的
な
規
定
で
「
も
し
本
当
に
良
い
も
の
が
見
付
か
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
追
及
な
さ

る
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
）
11
（

」
と
の
意
見
も
出
さ
れ
、
第
三
分
科
会
の
結
論
と
し
て
は
、「
大
綱
的
な
規
定
で
現
状
を

全
て
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
な
適
切
な
文
言
が
も
し
見
付
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
入
れ
て
も
い
い
と
い
う
考
え
方
と
、
特
に
な
く
て

も
い
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
整
理
）
11
（

」
が
な
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
テ
ー
マ
に
関
し
、
新
た
な
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
の
中
で
、
原
案
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
「
部
会
」
で
議
論

し
た
う
え
で
、
結
論
が
導
か
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
１
）　
ｗ
ｅ
ｂ
資
料
　
法
制
審
議
会
　
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
　
第
三
八
回
会
議
　
議
事
録
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
〇
日
）（
佐
成
実
委
員
）
二

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

（
２
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
中
井
康
之
委
員
）
六
頁
。

（
３
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
村
上
正
敏
委
員
）
一
一
頁
。

（
４
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
村
上
委
員
）
一
一
頁
。

（
５
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
道
垣
内
弘
人
幹
事
）
四
頁
。

（
６
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
岡
崎
克
彦
幹
事
）
四
頁
。

（
７
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
潮
見
佳
男
幹
事
）
一
〇
頁
。

（
８
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
潮
見
幹
事
）
五
頁
。

（
９
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
潮
見
幹
事
）
五
頁
。

（
10
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
岡
正
晶
委
員
）
一
八
頁
。

（
11
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
中
田
裕
康
委
員
）
七
頁
。

（
12
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
能
見
義
久
委
員
）
八
頁
。

（
13
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
岡
委
員
）
一
九
頁
。

（
14
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
松
本
恒
雄
委
員
）
一
九
頁
。

（
15
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
山
本
敬
三
幹
事
）
七
―
八
頁
。

（
16
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
岡
委
員
）
一
九
頁
。

（
17
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
鹿
野
菜
穂
子
幹
事
）
九
頁
。

（
18
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
鹿
野
幹
事
）
一
四
頁
。

（
19
）　
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
三
四
・
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
論
点
の
検
討
（
６
）
三
頁
以
下
。

（
20
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
中
井
委
員
）
六
頁
。

（
21
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
村
上
委
員
）
一
一
―
一
二
頁
。

（
22
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
佐
成
委
員
）
一
五
頁
。



六
六

（
23
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
能
見
委
員
）
九
頁
。

（
24
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
松
本
委
員
）
一
二
頁
。

（
25
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
潮
見
幹
事
）
一
七
頁
。

（
26
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
（
中
井
委
員
）
六
―
七
頁
。

（
27
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
中
井
委
員
）
一
〇
頁
。

（
28
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
中
田
委
員
）
七
頁
。

（
29
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
中
田
委
員
）
一
七
頁
。

（
30
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
鹿
野
幹
事
）
九
―
一
〇
頁
。

（
31
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
松
岡
久
和
委
員
）
二
二
頁
。

（
32
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
中
田
委
員
）
二
二
頁
。

（
33
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
潮
見
幹
事
）
二
二
頁
。

（
34
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
岡
委
員
）
二
二
頁
。

（
35
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
松
本
委
員
）
二
二
頁
。

（
36
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
野
村
豊
弘
委
員
）
二
二
―
二
三
頁
。

（
37
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
鎌
田
薫
部
会
長
）
二
三
頁
。

（
38
）　
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
〇
頁
。
よ
り
詳
し
く
は
、
民
法

（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
詳
解
　
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅱ
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
二
七
〇
頁
以
下
。

（
39
）　
石
崎
泰
雄
「
損
害
賠
償
額
算
定
の
基
準
時
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
に
み
る
統
一
基
準
」（
判
例
時
報
、
二
〇
七
四
号
）（
二
〇
一
〇
年
）
三
頁
。

（
40
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
佐
成
委
員
）
二
三
頁
。

（
41
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
岡
委
員
）
二
三
頁
。

（
42
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
潮
見
幹
事
）
二
三
頁
。

（
43
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
鎌
田
部
会
長
）
二
三
―
二
四
頁
。

（
44
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
佐
成
委
員
）
二
四
頁
。

（
45
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
中
井
委
員
）
二
五
頁
。

（
46
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
松
本
委
員
）
二
五
頁
。

（
47
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
潮
見
幹
事
）
二
四
頁
。



六
七

債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
範
囲�

（
都
法
五
十
三-

二
）

（
48
）　
審
議
会
「
第
三
八
回
　
議
事
録
」（
鎌
田
部
会
長
）
二
五
頁
。

（
49
）　
法
制
審
議
会
　
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
　
第
三
部
会
第
三
回
会
議
（
平
成
二
四
年
四
月
二
四
日
）。
以
下
、
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事

録
」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
50
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
中
井
委
員
）
二
二
頁
。

（
51
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
中
井
委
員
）
二
三
頁
。

（
52
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
深
山
雅
也
幹
事
）
二
四
頁
。

（
53
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
道
垣
内
幹
事
）
二
五
頁
。

（
54
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
鎌
田
部
会
長
）
二
三
頁
。

（
55
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
沖
野
眞
巳
幹
事
）
二
三
頁
。

（
56
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
内
田
貴
委
員
）
二
四
頁
。

（
57
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
内
田
委
員
）
二
五
頁
。

（
58
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
内
田
委
員
）
二
六
頁
。

（
59
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
山
野
目
章
夫
幹
事
）
二
六
頁
。

（
60
）　
第
三
分
科
会
「
第
三
回
　
議
事
録
」（
松
本
分
科
会
長
）
二
六
頁
。


