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第
四
章

日
本
法
へ
の
示
唆

第
一
節

前
章
ま
で
の
ま
と
め

前
章
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
、
本
章
の
考
察
の
前
提
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ａ

ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
の
我
が
国
の
議
論
を
簡
単
に
振
り
返
り
、
本
稿
の
課
題
を
提
示
し
た
。
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
の
法
的
性
質
は
、
法
文
上
明
確
で
な
い
た
め
、
浮
動
的
有
効
構
成
と
浮
動
的
無
効
構
成
の
双
方
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
、
浮
動
的
有
効
構
成
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
。
ま
た
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
市
民
法
説
と

社
会
法
説
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
前
者
に
立
ち
つ
つ
、
従
来
の
見
解
が
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
い
う
制
度
が
持
つ
可
能
性

と
限
界
に
つ
い
て
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
意
思
表
示
法
と
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
か
（
本
稿
の
課
題
①
）、
ま
た
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
存
在
が
民
法
典
の
意
思
表
示
法
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
得
る
の
か

（
本
稿
の
課
題
②
）
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。

ｂ

こ
れ
を
受
け
て
、
第
二
章
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
保
護
撤
回
権
と
私
的
自
治
の
原
則
、
意
思
表
示
法
と
の
関
係
を
幾
つ

か
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
い
っ
た
。

第
一
節
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
撤
回
類
型
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で
、
第
二
節
に
お
い
て
、
撤
回
権
が
私
的
自
治
の
原
則
に
対
す
る
異

質
な
例
外
な
の
か
、
そ
れ
と
も
同
原
則
か
ら
導
か
れ
る
制
度
な
の
か
、
を
見
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
消
費
者
法
を

論 説

北研46(4・ )78 762



民
法
原
理
か
ら
独
立
し
た
異
質
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
見
解
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
立
法
者
の
理
解
お
よ
び
多
く
の
学
説
は
、

自
己

決
定
の
能
力
を
持
っ
た
当
事
者
間
の
自
由
な
契
約
交
渉
に
よ
っ
て
、
当
事
者
双
方
の
利
益
が
適
切
に
調
整
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
自

由
の
正
当
化
が
さ
れ
る

と
い
う
契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
論
か
ら
出
発
し
、
そ
の
よ
う
な
契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
不
全
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
契

約
へ
の
国
家
的
介
入
を
正
当
化
す
る
。
撤
回
権
も
、
そ
の
よ
う
な
介
入
の
ひ
と
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
で
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
に
あ
る
従
来
か
ら
の
制
度
と
の
連
続
性
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
方
の
契
約
自
由
が
相
手
方
に
対
す
る
他
者
決
定
と
な
る
場
合
、
実

質
的
契
約
自
由
を
確
保
す
る
た
め
形
式
的
契
約
自
由
の
制
約
を
基
本
法
上
要
請
す
る

と
い
う
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
立
場
も
、
こ
こ
で
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
理
論
的
に
も
撤
回
権
を
私
的
自
治
の
前
提
を
回
復
す
る
制
度
で
あ
る
と
理
解
し
、
私
的
自
治
を
実

現
す
る
た
め
の
制
度
と
捉
え
る
見
解
が
、
ド
イ
ツ
で
は
一
般
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
点
で
は
、
錯
誤
や
詐
欺
・
強
迫
等
と

相
違
が
な
く
、
む
し
ろ
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
い
え
る
。
た
だ
、
一
定
の
状
況
に
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ

う
な
措
置
が
な
く
と
も
、
事
実
的
な
決
定
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該

規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
消
費
者
」保
護
法
規
と
い
っ
て
も
、
そ
の
適
用
範
囲
確
定
の
際
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

の
ひ
と
つ
に
「
消
費
者
性
」
と
い
う
役
割
な
い
し
状
況
に
着
目
し
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
適
用
範
囲
は
、
一
方
当
事
者
の

消
費
者
性
に
直
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
消
費
者
が
事
業
者
と
対
峙
し
て
取
引
を
し
て
い
る
と
い
う
「
状
況
」
が
決
定

的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
具
体
的
類
型
に
お
い
て
消
費
者
に
ど
の
よ
う
な
劣
位
が
生
じ
て
い

る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
訪
問
販
売
取
引
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
の
心
理
的
劣
位
が
、
通
信
販
売
取
引
お
よ
び
消
費
者
信
用
契
約
の
よ

う
な
契
約
類
型
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
の
情
報
的
劣
位
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
も
基
本
的
に
は
、
伝
統
的
に
錯
誤
、
詐
欺
・
強

迫
と
い
っ
た
制
度
が
対
処
し
て
い
た
問
題
の
延
長
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
撤
回
権
が
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
原
則
と
一
定
の
緊
張
関
係
を
持
っ
て
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い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
撤
回
権
の
本
質
的
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
定
型
性
が
民
法
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
節
で
は
、
こ
れ
を
採
り
上
げ
た
。
ま
ず
は
撤
回
権
に
批
判
的
な
見
解
を
み
た
が
、
彼
ら
は
、
必
ず
し

も
、
撤
回
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
が
お
よ
そ
現
行
私
法
秩
序
に
お
い
て
保
護
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
か
、
現
行
の
民
法

の
体
系
か
ら
は
み
出
す
問
題
で
あ
る
と
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
撤
回
権
の
場
合
、
具

体
的
に
要
保
護
性
の
な
い
者
に
も
保
護
が
付
与
さ
れ
る
場
合
が
（
例
外
的
に
）
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

既
存
の
制
度
を
用
い
た
場
合
に
は
、
要
件
を
過
大
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
ば
具
体
的
な
瑕
疵
の
証
明
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ

て
、
保
護
の
薄
く
な
る
面
が
生
じ
か
ね
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
要
件
を
緩
和
し
す
ぎ
る
と
、
こ
れ
に
比
し
て
、
効
果
が
過
大
に
な
り
す
ぎ

る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
撤
回
権
の
方
が
、
定
型
化
と
撤
回
権
の
教
示
と
い
う
仕
組
み
を
通
じ
て
、
本
質
的
に
よ
り
良
く
両
当

事
者
の
利
益
を
考
慮
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
定
型
化
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
自
体
は
、
従
来
の
民
法
典
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
撤
回
権
が
そ
の
技
術
的
な
性
格
上
民
法
の
元
来
か
ら
の
体
系
に
馴
染
ま
な
い
制
度
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
の
よ
う
にC

a
n
a
ris

は
、
反
論
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
撤
回
権
に
対
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
問

題
を
適
切
に
処
理
し
得
る
独
自
の
問
題
領
域
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
四
節
で
は
、
撤
回
権
の
法
体
系
上
の
位
置
づ
け
、
具
体
的
に
は
取
消
権
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
撤
回
権
を
ど
の
よ
う
な

性
質
の
も
の
と
捉
え
る
の
か
、
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
通
説
的
見
解
は
、
撤
回
権
を
特
殊
な
解
除
権
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、Rein

er

は
、
こ
れ
を
取
消
権
類
似
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。R

ein
er

に
よ
れ
ば
、
撤
回
権
は
、
契
約
の
無
理
由
解
消
を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、

定
型
化
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
消
費
者
の
心
理
的
脆
弱
性
ま
た
は
情
報
的
脆
弱
性
の
惹
起
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
取
消
権

と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
取
消
権
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
、
彼
は
、
撤
回
権
の
効
果
を
遡
及
的
無
効
で
あ
る
と
解
す
る
。

R
ein
er

の
見
解
自
体
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
撤
回
権
の
規
定
位
置
の
問
題
も
あ
っ
て
支
持
を
集
め
て
い
る
と
は
い
い
か
ね
る
が
、
撤
回
類
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型
と
詐
欺
・
強
迫
の
構
造
的
な
類
似
性
を
示
し
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。
一
方
で
、
解
除
権
と
し
て
捉
え
る
通
説
は
、
条
文
以
外
に
こ

れ
を
実
質
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
五
節
で
は
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
撤
回
権
に
よ
っ
て
対
処

さ
れ
る
べ
き
固
有
の
問
題
領
域
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
の
点
、
本
稿
は
、
撤
回
権
に
お
い
て
問
題
と
な
る
意
思
形
成
の
瑕
疵
を
、
詐
欺
・

強
迫
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
て
き
た
「
古
典
的
な
瑕
疵
」
と
対
比
さ
れ
る
「
現
代
的
瑕
疵
」
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
現
代
的
瑕
疵
は
、
撤

回
権
に
特
徴
的
な
法
技
術
で
あ
る
定
型
性
・
抽
象
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
適
切
に
把
握
し
得
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
瑕
疵
が

現
在
の
法
体
系
に
お
い
て
も
契
約
の
有
効
性
に
影
響
を
与
え
な
い
瑣
末
な
も
の
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
が
、
第
四
節
で
議

論
し
た
撤
回
権
の
法
的
性
質
に
関
わ
る
。
こ
の
点
、
撤
回
権
を
特
殊
な
解
除
権
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
本
来
は
契
約
の
有

効
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
瑣
末
な
意
思
形
成
の
脆
弱
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
評
価
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

埋
め
る
べ
く
「
消
費
者
」
概
念
が
独
自
の
機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
撤
回
権
を
取
消
権
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
な
ら

ば
、
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、
契
約
の
拘
束
力
の
前
提
と
な
る
意
思
形
成
過
程
に
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
見
解
に
立
つ
な
ら
、
撤
回
権
が
消
費
者
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
意
思
形
成
に
問
題
の
生
じ
る
状
況
を
人
的
側

面
か
ら
定
型
化
す
る
た
め
の
技
術
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。
つ
ま
り
、
消
費
者
概
念
は
、
民
法
の
本
来
の
構
想
を
継
続
展
開
し
て
い
く

際
の
補
助
的
概
念
と
し
て
利
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
撤
回
類
型
に
お
い
て
意
思
の
瑕
疵
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
場
合
、

法
秩
序
が
、
従
来
は
法
的
に
有
意
な
瑕
疵
と

は
認
め
て
い
な
か
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
も
「
意
思
の
瑕
疵
」
で
あ
る
と
認
め
る
に
至
る
決
定
を
行
な
っ
た

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
撤
回
権
と
い
う
新
し
い
道
具
立
て
を
用
い
て
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
い
わ
ば
従
来
の
基
本
的
な
価
値
判
断
の
変
更
が
な
さ
れ
、
伝
統
的
な
意
思
の
瑕
疵
の
体
系
に
綻
び
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応

す
る
必
要
を
法
秩
序
自
身
が
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

北研46(4・ )81 765

消費者保護法規による意思表示法の実質化⑸・完



ｃ

本
稿
が
ド
イ
ツ
法
の
検
討
か
ら
、
撤
回
権
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
消
費
者
の
意
思
形
成
過
程
の
機
能
不
全
を
次
の
よ
う
に

結
論
づ
け
た
。
次
節
以
下
の
検
討
の
た
め
に
幾
か
ら
の
補
足
を
含
み
つ
つ
、
ま
と
め
て
お
こ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
こ
で
の
意
思
形
成
過
程
の
機
能
不
全
を
定
型
化
と
い
う
技
術
的
契
機
を
含
む
撤
回
権
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
把
握
可
能
な

も
の
と
理
解
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
錯
誤
、
詐
欺
・
強
迫
や
威
圧
の
推
定
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、

二
週
間
程
度
の
契
約
離
脱
期
間
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
短
期
間
の
契
約
離
脱
と
い
う
効
果
が
ふ
さ
わ
し
い
程
度
の
機

能
不
全
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
個
別
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
す

で
に
論
じ
た

533

の
で
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
特
徴
に
つ
い
て
若
干
敷
衍
し
た
い
。
本
稿
の
考
え
る
「
現
代
的
瑕
疵
」
に
お
い
て
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
意
思
形
成
過
程
の
人
間
的
な
脆
弱
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
古
典
的
な
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
人
間
の
認
知
能
力
や
判

断
能
力
の
限
界
は
、
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
克
服
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
消
費
者
契
約
状
況
に
お
い
て
は
、
消
費

者
は
そ
の
よ
う
な
人
間
的
な
制
約
に
さ
ら
さ
れ
た
ま
ま
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
制
約
を
克
服
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
状
況
で
、
意
思
形
成

を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
撤
回
権
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
思
形
成
の
機
能
不
全
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体
で
は
、
取
消

権
を
基
礎
づ
け
得
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
た
認
知
や
判
断
そ
の
も
の
に
瑕
疵
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
瑕
疵
は
、
む
し
ろ
認
知
・
判
断
の
前
提
あ
る
い
は
そ
の
枠
組
み
に
対
し
て
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
て
い
る
状
態

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、C

a
n
a
ris

が
「
た
と
え
ばW

o
lfg
a
n
g Z

o
lln
er

やF
ra
n
z B

y
d
lin
sk
i

の
よ
う
な
者
さ
え
、〔
彼
ら
が
〕
撤

回
権
を
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
容
易
な
約
束
違
反
へ
の
可
能
性
ゆ
え
に
嫌
悪
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
撤
回
権
を
享
受
す
る

こ
と
」
も
、「
必
要
な
定
型
化
の
避
け
ら
れ
な
い
付
随
的
効
果
と
し
て
、」
十
分
甘
受
さ
れ
う
る
、
と
述
べ
た

534

の
も
、
あ
ま
り
的
確
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
撤
回
権
に
お
い
て
は
、B

y
d
lin
sk
i

やZ
o
lln
er

の
持
っ
て
い
る
知
識
や
能
力
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
彼
ら
で
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あ
っ
て
も
私
的
な
領
域
に
帰
っ
た
時
に
完
璧
な
経
済
人
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
の
は
、
無
理
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
一
定
の

状
況
に
お
い
て
は
、B

y
d
lin
sk
i

やZ
o
lln
er

で
あ
っ
て
も
、
適
切
な
意
思
形
成
過
程
が
歪
め
ら
れ
る
危
険
性
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
え
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
撤
回
権
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
特
定
の
専
門
知
識
を
持
っ

た
消
費
者
を
は
じ
め
か
ら
撤
回
権
の
保
護
対
象
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
理

535

解
は
、
本
稿
の
撤
回
権
理
解
と
は
相
容
れ
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
で
き

536

よ
う
。

ｄ

第
三
章
に
お
い
て
議
論
し
た
の
は
、
撤
回
権
が
契
約
法
の
実
質
化
と
い
う
現
象
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

か
、
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
撤
回
権
自
体
が
ど
の
よ
う
な
形
で
契
約
法
の
実
質
化
を
進
め
て
い
る
の
か
、
を
見
て
い
っ
た
。
主
に
見
て

い
っ
た
の
は
、
労
働
関
係
の
解
消
契
約
と
保
証
契
約
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
領
域
に
お
い
て
は
、
撤
回
権
の
承
認
、
そ
し
て
そ

れ
に
よ
る
契
約
法
の
実
質
化
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
目
的
論
的
な
見
地
か
ら
そ

の
可
否
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
撤
回
権
規
定
の
類
推
自
体
は
、
か
な
り
抑
制
的
で
は
あ
っ
た
が
、
全
く
否
定
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
検
討
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
類
推
に
よ
る
撤
回
権
の
拡
大
は
、
撤
回
権
が
持
っ
て
い
る
定
型
性
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
り
、
消
費
者
保
護
に
基
づ
く
政
策
的
権
利
の
限
界
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
定
型
性

と
い
う
そ
の
本
質
上
重
要
な
制
約
を
受
け
つ
つ
も
、
撤
回
権
は
、
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
表
意
者
の
決
定
自
由
の
実
質
的
保
護
を
拡
大

し
て
い
く
際
の
利
用
可
能
な
法
形
象
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
解
釈
方
法
論
上
の
限
界
に
留
意
し
つ
つ
も
、
必
要
か
つ

可
能
な
場
面
に
お
い
て
は
、
撤
回
権
規
定
を
類
推
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
に
対
し
、
第
二
節
で
は
、
近
時
の
意
思
表
示
法
、
特
に
意
思
形
成
過
程
の
保
護
に
着
目
す
る
学
説
上
の
議
論
に
お
い
て
、
撤
回
権

が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
見
て
い
っ
た
。
近
年
の
学
説
で
は
、
従
来
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
十
分
に
対
応
し
き
れ
て
い
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な
か
っ
た
意
思
形
成
の
瑕
疵
を
問
題
と
す
る
際
に
、
撤
回
権
の
存
在
を
指
摘
し
て
、
い
わ
ゆ
る
実
質
的
契
約
自
由
の
確
保
が
必
要
で
あ
る

と
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
撤
回
権
の
存
在
が
、
間
接
的
に
、
契
約
自
由
の
実
質
化
を
促
進
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ｅ

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
二
つ
の
点
が
指
摘
で
き
る
。

・

本
稿
の
課
題
①
に
つ
い
て
｜

撤
回
権
は
、
民
法
典
が
伝
統
的
に
帯
し
て
い
た
価
値
を
実
現
す
る
た
め
に
存
在
す
る
制
度
で
あ
り
、

取
消
し
と
は
基
本
的
に
連
続
性
を
有
す
る
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
撤
回
権
は
、
詐
欺
・
強
迫
に
お
け
る
意
思
形
成
の
瑕

疵
ま
で
に
至
ら
な
い
「
現
代
的
瑕
疵
」
に
対
処
す
べ
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
「
現
代
的
瑕
疵
」
は
撤
回
権
に
特
徴
的
な
法
技
術
で
あ

る
定
型
性
・
抽
象
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
適
切
に
把
握
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
撤
回
権
の
多
く
が
「
消
費
者
」
を
対
象
と
し
て
い
る
点

に
つ
い
て
も
、
当
該
表
意
者
の
意
思
形
成
に
不
当
な
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
状
況
を
定
式
化
す
る
際
の
概
念
と
し
て
「
消
費
者
」
概
念
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
消
費
者
」と
い
う
人
的
範
疇
に
決
定
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
定
型
性
自
体
も
、
固

有
の
意
思
形
成
の
瑕
疵
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
保
護
の
過
剰
・
過
小
は
、
制
度
の
不
可
避
的
で
は
あ
る
が
、
甘
受
可
能

な
附
随
的
効
果
で
あ
る
。

・

本
稿
の
課
題
②
に
つ
い
て
｜

撤
回
権
が

従
来
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
意
思
形
成
の
瑕
疵

を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ

る
「
契
約
法
の
実
質
化
」
の
一
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
撤
回
権
が
契
約
法
の
実
質
化
に
ど

う
寄
与
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
撤
回
権
自
体
を
用
い
た
実
質
化
は
、
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
定
型
性
に
由
来
す
る
限
界
も
存
在
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
撤
回
権
の
存
在
が
法
秩
序
に
お
け
る
意
思
形
成
過
程
の
保
護

に
か
か
る
価
値
判
断
の
変
容
を
示
し
て
い
る
も
の
と
み
る
な
ら
ば
、
従
来
、
法
的
に
有
意
な
意
思
形
成
の
瑕
疵
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
に
つ
い
て
も
、
契
約
の
有
効
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
と
り
わ
け
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
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け
る
撤
回
権
が
顧
慮
し
て
い
る
不
意
打
ち
か
ら
の
保
護
な
ど
が
そ
の
例
と
な
る
。

第
二
節

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
論
へ
の
示
唆

ま
ず
、
以
上
の
議
論
か
ら
我
が
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
り
わ
け
第
二
章
の
検
討
か
ら
得
ら
れ

た
の
は
、
撤
回
権
を
法
律
行
為
法
上
の
制
度
、
特
に
（
詐
欺
・
強
迫
に
よ
る
）
取
消
し
に
類
似
し
た
制
度
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
可
能

性
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
前
章
ま
で
の
検
討
結
果
を
足
場
と
し
て
日
本
法
の
議
論
を
眺
め
、
従
来
の
議
論
と
は
異
な
る
風
景
を
素
描
す
る

こ
と
を
試
み
た
い
。

一

制
度
論
的
示
唆

⑴

各
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
型
の
理
解

ま
ず
、
本
稿
で
の
考
察
か
ら
我
が
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
型
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し

537

た
い
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
お
け
る
要
件
等
に
つ
い
て
批
判
的
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

ａ

訪
問
販
売
取
引
（
特
定
商
取

538

引
法
九
条
）

「
訪
問
販
売
」
と
は
、
同
法
二
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
①
事
業
者
の
営
業
所
等
以
外
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
（
一
号
）、
ま
た
は

②
事
業
者
が
「
営
業
所
等
に
お
い
て
、
営
業
所
等
以
外
の
場
所
に
お
い
て
呼
び
止
め
て
営
業
所
等
に
同
行
さ
せ
た
者
」
等
と
の
間
で
行
う

取
引
（
二
号
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
売
買
契
約
と
有
償
の
役
務
提
供
契
約
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
八
日
間
の
ク
ー
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リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が
認
め
ら
れ
る
。

か
つ
て
存
在
し
て
い
た
指
定
商
品
・
役
務
制
は
、
本
稿
の
立
場
か
ら
も
や
は
り
支
持
で
き
な
い
。
こ
の
制
度
を
善
解
す
れ
ば
、L

o
ren

z

の
い
う
保
護
の
過
剰
を
回
避
し
、
さ
ら
に
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
と
い
う
正
当
な
目
的
に
出
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
で
生
じ
る
保
護
の
過
少
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
な
い
。
保
護
の
過
剰
を
回
避
し
、
法
的
安
定
性
を
確

保
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
同
制
度
と
は
逆
に
、
包
括
的
な
要
件
に
対
し
て
個
別
的
に
そ
の
適
用
除
外
を
列
挙
す
る
と
い
う
方
法
で
十

分
で

539

あ
る
。
指
定
権
利
制
を
別
と
し
て
、
同
制
度
は
廃
止
さ

540

れ
た
が
、
そ
れ
は
理
論
的
に
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
り
わ

け
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
活
用
領
域
を
予
め
局
限
し
、
ひ
い
て
は
理
論
的
検
討
の
阻
害
要
因
と
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
功
罪

の
う
ち

罪

の
部
分
の
ほ
う
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ｂ

過
量
販
売
取
引
（
特
定
商
取
引
法
九
条
の
二
）

訪
問
販
売
取
引
に
関
し
て
は
、
一
般
的
な
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
ほ
か
に
過
量
販
売
取
引
に
お
け
る
申
込
み
の
撤
回
ま
た
は
契
約
の
解

除
が
規
定
さ
れ
て

541

い
る
。
こ
れ
は
、
同
条
一
項
の
各
号
で
定
め
ら
れ
て
い
る
内
容
の
取
引
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
契
約
か
ら
の
離
脱
を

認
め
て
い
る
点
で
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
似
の
契
約
離
脱
権
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
厳
密
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
と
は
い
え
な
い
。
解
除
等
が
可
能
な
期
間
が
一
年
間
と
極
め
て
長
い
反
面
、
そ
の
起
算
点
は
、
契
約
締
結
時
と
な
っ
て
お
り
、
同
法
所

定
の
書
面
を
受
領
し
た
時
等
を
起
算
点
と
す
る
他
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
規
定
は
、
高

齢
者
等
、
判
断
能
力
が
低
下
し
た
消
費
者
が
不
必
要
に
過
大
・
過
量
な
商
品
・
役
務
を
押
し
売
り
さ
れ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
次
々
販
売
」

に
対
応
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
検
討
し
た
産
業
構
造
審
議
会
の
部
会
で
は
、
暴
利
行
為
あ
る
い
は
状
況
の
濫
用

が
認
め
ら
れ
る
要
件
を
定
型
化
し
た
も
の
と
し
て
過
量
販
売
取
引
が
定
式
化
さ
れ
、
そ
の
効
果
も
取
消
権
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
現
在
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の
よ
う
な
規
定
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
同
じ
く
定
型
化
と
い
う
法
技
術
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
意
思
形
成

の
瑕
疵
を
反
証
不
可
能
な
形
で
推
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
よ
う
に
そ
の
前
域
に
存
在
す
る
抽
象
的
な
意
思
形
成

の
瑕
疵
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
量
販
売
取
引
に
よ
る
契
約
の
解
除
等
は
、
同
法
九
条
の
三
等
の
取
消
権
と
の

近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ｃ

通
信
販
売
取
引
（
特
定
商
取
引
法
一
五
条
の
二
）

従
来
、
特
定
商
取
引
法
所
定
の
取
引
類
型
の
中
で
通
信
販
売
取
引
に
つ
い
て
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
法
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
の
通
信
販
売
取
引
に
対
し
て
も
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
導
入
し
よ
う
と
い
う
議
論
は
、
従
来
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
既
に
Ｅ
Ｕ
指
令
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
導
入
し
て
お
り
、
そ
の
観
点
か
ら
の
議
論
が
盛
ん
で
あ

542

っ
た
。
そ
の
よ
う
な

中
で
、
二
〇
〇
八
年
改
正
は
、
通
信
販
売
取
引
に
お
い
て
も
八
日
間
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
導
入

543

し
て
い
る
。
こ
の
改
正
を
ど
の
よ
う

に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

通
信
販
売
取
引
に
お
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
で
は
救
済
さ
れ
な
い
よ
う
な
消
費
者

の
購
入
商
品
ま
た
は
指
定
権
利
に
対
す
る
「
失
望
」
を
掬
い
上
げ
る
意
味
で
、
そ
の
要
請
が
強
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
現
に

通
信
販
売
取
引
の
大
手
業
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
従
来
か
ら
約
定
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
を
設
定
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
通
信
販
売
の
領

域
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
必
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
業
者
側
も
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
あ
っ
て
こ
そ
、
消
費
者
が
安
心
し

て
通
信
販
売
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
（
も
）
考
え
て
い
た
の
で
あ

544

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
通
信
販
売
取
引
に
つ
い
て
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
る
こ
と
は
、
法
政
策
的
に
妥
当
な
判
断
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
今
般
導
入
さ
れ
た
規
定
は
、
本
稿
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
論
か
ら
は
、
評
価
で
き
な
い
し
、
従
来
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
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オ
フ
規
定
か
ら
み
て
も
、
異
質
で
あ
る
。
ま
ず
、
通
信
販
売
業
者
が
「
申
込
み
の
撤
回
等
に
つ
い
て
の
特
約
を
当
該
広
告
に
表
示
し
て
い

た
場
合
」、
こ
れ
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
同
条
一
項
但
書
）。
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
詐
欺
・
強
迫
と
い
っ
た
取
消
原
因
と
パ
ラ
レ

ル
な
も
の
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
法
定
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
任
意
規
定
性
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
論

に
適
合
的
に
こ
の
規
定
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
事
業
者
が
定
め
る
別
の
定
め
は
、
全
体
と
し
て
同
条
一
項
の
水
準
を
下
回
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
、
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ

545

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
商
品
等
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
る
こ
と
が
不

適
当
な
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
個
別
的
に
例
外
を
設
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
投

資
顧
問
契
約
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
よ
う
に
、
一
定
額
の
違
約
金
を
認
め
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

546

う
か
。

次
に
、
同
条
二
項
は
、「
売
買
契
約
に
係
る
商
品
の
引
渡
し
又
は
指
定
権
利
の
移
転
が
既
に
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
引
取
り
又
は
返

還
に
要
す
る
費
用
は
、
購
入
者
の
負
担
と
す
る
。」と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
訪
問
販
売
取
引
に
関
す
る
同
法
九
条
四

項
等
と
比
べ
て
全
く
逆
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
定
め
も
、
基
本
的
に
従
来
の
通
信
販
売
取
引
に
お
け
る
約
定
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
お
け
る
一
般
的
な
慣
行
を
維
持
す
る

も
の
と
い

547

え
る
。
そ
れ
自
体
は
、
立
法
に
お
け
る
利
害
調
整
の
仕
方
と
し
て
は
、
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
保
護
の
水
準
を
と
り

あ
え
ず
従
来
の
一
般
的
慣
行
の
そ
れ
に
合
わ
せ
る
と
い
う
の
は
、
通
信
販
売
取
引
に
お
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
る
第
一
歩
と
し

て
評
価
す
る
限
度
で
は
、
適
当
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
今
後
の
立
法
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

ｄ

電
話
勧
誘
販
売
取
引
（
特
定
商
取
引
法
二
四
条
）

電
話
勧
誘
販
売
取
引
に
お
い
て
も
、
訪
問
販
売
取
引
と
同
様
に
、
八
日
間
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
特
定
商
取
引

法
二
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
販
売
業
者
等
が
電
話
を
か
け
る
等
の
行
為
に
よ
っ
て
売
買
契
約
等
の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
を
行
い
、
そ
の
相
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手
方
た
る
顧
客
が
郵
便
等
に
よ
っ
て
そ
の
契
約
の
申
込
み
等
を
行
う
取
引
を
い
う
。
販
売
業
者
等
が
電
話
勧
誘
行
為
を
行
な
っ
て
い
る
と

い
う
点
で
、
前
記
の
通
信
販
売
取
引
と
区
別
さ
れ
る
。

電
話
勧
誘
販
売
取
引
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
電
話
は
自
分
か
ら
一
方
的
に
切
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
訪
問
販
売
取
引
と
は
同
視
で
き
な
い

と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
不
意
打
ち
性
自
体
に
は
変
わ
り
は
な
い
し
、
電
話
が
頻
繁
に
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
販
売
員
に

退
去
を
命
じ
え
な
い
状
況
と
同
じ
く
心
理
的
な
圧
迫
を
受
け
る
こ
と
に

548

な
る
。
そ
の
点
で
、
電
話
勧
誘
販
売
取
引
は
、
攻
撃
的
勧
誘
方
法

と
い
て
の
一
面
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
日
本
法
が
、
電
話
勧
誘
販
売
取
引
を
訪
問
販
売
取
引
と
同

じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
妥
当
で

549

あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
電
話
勧
誘
販
売
取
引
は
、
通
信
販
売
取
引
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
い
る
。

特
に
音
声
だ
け
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
以
上
、
取
引
対
象
の
現
物
性
が
な
い
う
え
に
、
正
確
な
情
報
伝
達
が
阻
害
さ
れ
る
要
因

が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
電
話
勧
誘
販
売
取
引
は
、
訪
問
販
売
取
引
と
通
信
販
売
取
引
の
二
つ
の
規
制
契
機
を
強
く
帯
び

て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｅ

連
鎖
販
売
取
引
（
特
定
商
取
引
法
四
〇
条
）

い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
チ
商
法
」
で
あ
る
。
最
近
で
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ビ
ジ
ネ
ス
」
な
ど
の
言
い
換
え
を
用
い
つ
つ
、
多
く
の
業
者
が
参

入
し
て
お
り
、若
者
を
中
心
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。「
こ
れ
で
あ
な
た
も
お
金
持
ち
に
な
れ
る

」と
い
っ

た
勧
誘
の
ほ
か
に
、
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
に
見
え
る
よ
う
な
訓
練
さ
れ
た
説
明
な
ど
に
よ
っ
て
、
自
分
が
そ
の
商

品
等
を
販
売
し
て
い
く
だ
け
の
適
正
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
当
該
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
の
限
界
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
十
分
に

考
慮
す
る
こ
と
な
く
契
約
意
思
を
形
成
す
る
危
険
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
危
険
性
の
あ
る
取
引
に
家
族
・
友
人
を
巻
き

込
み
、
あ
る
い
は
巻
き
込
も
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
人
間
関
係
の
崩
壊
・
悪
化
と
い
っ
た
側
面
に
つ
い
て
も
、
取
引
の
シ
ス
テ
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ム
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
取
引
の
帰
結
と
し
て
将
来
の
不
確
定
的
な
事
項
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
配
慮
の
行
き
届

か
な
い
状
態
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
で
、
事
業
者
側
が
消
費
者
の
正
常
な
意
思
形
成
を
歪
め
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

こ
の
場
合
の
消
費
者
の
意
思
形
成
の
瑕
疵
は
、
取
引
の
複
雑
性
あ
る
い
は
自
己
の
適
性
等
と
い
っ
た
将
来
の
事
項
に
関
す
る
情
報
的
脆

弱
性
で

550

あ
る
。
つ
ま
り
、
取
引
の
複
雑
性
に
由
来
す
る
危
険
に
つ
い
て
定
型
化
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
二
〇
日
間
の
期
間
に
服
す
る
。

比
較
的
長
期
の
期
間
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
他
の
取
引
と
は
異
な
り
、
取
引
内
容
の
性
格
上
ま
た
は
巧
み
な
勧
誘
に
よ
っ
て
、
消
費

者
が
冷
静
さ
を
欠
く
程
度
が
著
し
い
点
を
考
え
て
も
、
妥
当
で
あ

551

ろ
う
。

ｆ

特
定
継
続
的
役
務
提
供
（
特
定
商
取
引
法
四
八
条
）

こ
こ
で
い
う
「
特
定
継
続
的
役
務
提
供
」
と
は
、
特
定
商
取
引
法
四
一
条
二
項
に
よ
る
と
、「
国
民
の
日
常
生
活
に
係
る
取
引
に
お
い
て

有
償
で
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
役
務
」で
あ
っ
て
、「
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
身
体
の
美
化
又
は
知
識
若
し
く
は
技
能
の
向
上
そ
の
他

の
そ
の
者
の
心
身
又
は
身
上
に
関
す
る
目
的
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
誘
引
が
行
な
わ
れ
る
も
の
」（
一
号
）
で
、
か
つ
「
役
務
の
性

質
上
、
前
号
に
規
定
す
る
目
的
が
実
現
す
る
か
ど
う
か
が
確
実
で
な
い
も
の
」（
二
号
）に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
政
令
に
定
め
ら
れ
た

も
の
を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
エ
ス
テ
、
外
国
語
会
話
教
室
、
学
習
塾
、
家
庭
教
師
、
パ
ソ
コ
ン
教
室
、
結
婚
相
手
紹
介
サ
ー
ビ
ス
で
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あ
る
。

一
定
期
間
（
一
月
あ
る
い
は
二
月
）
を
超
え
る
期
間
に
わ
た
っ
て
一
定
金
額
（
一
万
一
千
円
か
ら
三
万
円
）
を
超
え
る
対
価
を
支
払
う
こ

と
を
内
容
と
す
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
通
信
教
育
受
講
者
保
護
法
に
お
け
る
撤
回
権
が
こ
れ
に
対
応
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
消
費
者
の
意
思
形
成
の
瑕

疵
は
、
自
己
の
適
性
等
の
将
来
の
事
項
に
関
す
る
情
報
的
脆
弱
性
で
あ
る
。
但
し
、
対
象
役
務
は
、
ド
イ
ツ
の
通
信
教
育
に
比
べ
て
豊
富

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
指
定
役
務
制
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
や
は
り
包
括
的
と
は
い
え
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、M

ed
icu
s

が
、
給
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付
の
質
（
や
受
講
者
の
適
性
）
を
時
間
が
経
過
し
な
け
れ
ば
判
断
で
き
な
い
点
で
は
、（
通
信
教
育
で
は
な
い
）
直
接
教
育
、
さ
ら
に
は
老

人
ホ
ー
ム
契
約
や
看
護
契
約
も
同
様
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
示
唆
的
で

553

あ
る
。
こ
こ
で
も
、
政
令
に
よ
る
指
定
と
い
う
要
件
を

外
し
、
対
象
役
務
を
一
般
化
し
た
後
に
、
適
用
除
外
を
個
別
的
に
指
定
し
て
い
く
方
法
が
よ
り
望
ま
し
い
と
い
え
る
が
、
他
方
で
そ
の
場

合
に
は
、
民
法
理
論
と
し
て
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
一
層
の
解
明
が
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
契
約
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
（
ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る
会
員
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る

554

法
律
一
二
条
）
も
、

こ
の
一
類
型
と
い
う
こ
と
が
で

555

き
る
。

ｇ

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
（
特
定
商
取
引
法
五
八
条
）

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
と
は
、
あ
る
物
品
を
購
入
し
、
あ
る
い
は
有
償
役
務
の
提
供
を
受
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
物
品
等
を
利
用
し
た

仕
事
を
紹
介
す
る
な
ど
と
顧
客
を
勧
誘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
物
品
販
売
等
を
い
う
。
物
品
の
売
買
や
役
務
の
提
供
自
体
に
は
、
こ
の

規
制
を
導
く
要
因
は
内
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
売
買
等
は
、
経
済
的
に
仕
事
の
紹
介
と
結
び
付
い
て
お
り
、
こ
れ
を
目
的

と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
に
と
っ
て
自
ら
の
出
捐
は
、
そ
の
後
に
な
さ
れ
る
仕
事
の
紹
介
と
そ
れ
に
よ
る
収
益
の

獲
得
の
成
否
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
仕
事
の
紹
介
の
有
無
は
、
事
業
者
側
の
意
思
と
能
力
の
問
題
で
あ
り
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
将
来

の
不
確
実
な
事
項
に
あ
た
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
の
内
容
を
な
す
仕
組
み
に
お
い
て
消
費
者
の
判
断
が
歪
め
ら
れ
る
危
険
性
が

存
在
す
る
と
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
類
型
は
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
、
連
鎖
販
売
取
引
と
共
通
し
た
面
が
あ
る
。
連
鎖
販
売
取
引
及
び
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
は
と

も
に
詐
欺
的
な
い
わ
ゆ
る
悪
徳
商
法
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
マ
ル
チ
商
法
及
び
内
職
商
法
に
対
応
を
目
的
と
す
る
と
い
う
特
殊
性
が
存
在

す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
取
引
類
型
は
、
他
の
規
制
手
段
と
相
俟
っ
て
「
実
質
的
な
禁
止
」
を
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
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の
で

556

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
特
定
負
担
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
の
不
確
実
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
事
業
者
側
が

そ
の
よ
う
な
不
確
実
性
に
乗
じ
て
不
当
な
利
益
を
得
る
危
険
性
が
高
い
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
ら
の
危
険
性
が
マ
ル
チ
商
法
や
内
職
商
法
な

ど
の
い
わ
ゆ
る
悪
徳
商
法
と
し
て
社
会
的
に
発
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
引
の
仕
組
み
自
体
が
消
費
者
の
適
正
な

利
害
判
断
を
阻
害
し
、
取
引
の
問
題
点
を
隠
ぺ
い
す
る
作
用
を
も
つ
に
至
る
。
こ
の
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
意
思
形
成
が
歪
め
ら
れ
る
危

険
性
が
定
型
的
な
も
の
と
な
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
取
引
自
体
に
内
在
し
て
い
る
不
確
実
性
が
、
そ
れ
を
利
用
し
た
悪
質
な
勧
誘
（
つ

ま
り
悪
徳
商
法
）
の
方
法
的
確
立
と
相
俟
っ
て
、
意
思
形
成
を
定
型
的
に
歪
め
る
危
険
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
理
解
す
る
こ
と

が
で

557

き
る
。

ｈ

販
売
信
用
契
約
（
割
賦
販

558

売
法
三
五
条
の
三
の
一
〇
）

割
賦
販
売
法
は
、
割
賦
販
売
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
及
び
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
（
以
上
、
三
つ
を
総
称
し
て
「
販
売
信
用
契
約
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
。）
つ
い
て
規
制
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
通
信
販
売
取
引
を
除
く
特
定
商
取
引
に
か
か
る
個
別
信
用
あ
っ
せ
ん
に
お
け
る
与
信
契
約
に
つ
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
創

設
し
た
も
の
で
、
与
信
契
約
に
つ
い
て
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
よ
っ
て
販
売
契
約
に
つ
い
て
も
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
さ
れ
た
も
の
と
す

る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
法
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
種
の
取
引
類
型
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
取
引
そ
れ
自
体
に
内
在
し
て
い
る
危

険
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
で
既
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
基
礎
づ
け
る
に
十
分
と
い
え
る
。
販
売
信
用
契
約
に
お
い
て
は
、
と

り
わ
け
そ
の
保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
規
律
は
、
保
護
の
過
少
に
陥
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、
日

弁
連
の
統
一
消
費
者
信
用
法
要
綱
は
、
販
売
信
用
契
約
を
し
た
消
費
者
に
つ
い
て
は
締
結
状
況
に
関
わ
り
な
く
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
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認
め
る
べ
き
で
あ
る
と

559

す
る
。
消
費
者
信
用
全
体
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
導
入
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

ｉ

宅
地
建
物
取
引
（
宅
地
建
物
取
引

560

業
法
三
七
条
の
二
）

宅
建
業
者
が
売
主
と
な
る
宅
地
も
し
く
は
建
物
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
当
該
宅
建
業
者
の
事
務
所
等
以
外
の
場
所
に
お
い
て
買
主
が

買
受
け
の
申
込
み
を
し
、
ま
た
は
売
買
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
買
主
が
当
該
宅
地
ま
た
は
建
物
の
引
渡
を
受
け
、
か
つ
そ
の
代
金
の
全

部
を
支
払
っ
た
と
き
を
除
い
て
、
買
主
は
、
撤
回
ま
た
は
解
除
に
つ
き
教
示
を
受
け
た
日
か
ら
八
日
以
内
で
あ
れ
ば
、
当
該
買
受
け
の
申

込
み
の
撤
回
ま
た
は
解
除
を
な
す
こ
と
が
出

561

来
る
。
不
動
産
取
引
に
お
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
が
特
色
で

562

あ
る
。

ｊ

投
資
商
品
販
売
等
（
金
融
商
品
取

563

引
法
三
七
条
の
六
等
）

投
資
商
品
販
売
に
関
連
し
て
、
海
外
商
品
先
物
取
引（
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関
す
る

564

法
律
八
条
）、
預
託
等

取
引
契
約
（
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る

565

法
律

566

八
条
）、
商
品
フ
ァ
ン
ド
契
約
（
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る

567

法
律
一
九
条
）、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
（
不
動
産
特
定
共
同
事

568

業
法
二
六
条
）
お
よ
び
特
定
信
託

569

契
約
（
信
託

570

業
法
二
四
条
の
二
、

金
融
商
品
取
引
法
三
七
条
の
六
）
に
つ
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
、
こ
こ
で
は
非
常
に
多
様
な
投
資
商
品
に
つ
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の

実
、
包
括
的
な
規
制
が
で
き
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
規
制
の
網
の
目
は
か
な
り
粗
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
は
、
投
資
商
品
に

つ
い
て
包
括
的
な
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
導
入
し
て
、
そ
の
中
に
解
消
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
包
括
的
な
金
融
商

品
取
引
の
規
制
を
狙
っ
た
金
融
商
品
取

571

引
法
は
、
そ
の
三
七
条
の
六
に
お
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
規
定
し
て
い
る
も
の
の
、
ど
の
よ

う
な
金
融
商
品
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
対
象
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
施
行
令
に
委
ね
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
施
行
令
は
、
投
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資
顧
問
契
約
に
つ
い
て
一
〇
日
間
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
て
い
る
に
止

572

ま
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
の
有
価
証
券
投
資
顧
問

573

業
法
一

574

七
条
の
規
定
を
置
き
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
問
題
と
な
る
金
融
商
品
ご
と
に
個
別
的
に
対
処
し
て
い
く
と
い
う
立
場
で
あ
り
、

こ
れ
は
基
本
的
に
従
来
の
立
場
と
変
わ
ら
な
い
。
施
行
令
を
通
じ
た
対
応
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
以
前
の
法
律
を
通
じ
た
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
の
付
与
よ
り
は
柔
軟
な
対
応
が
可
能
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
現
実
に
は
複
雑
且
つ
抜
け
穴
の
大
き
な
規
制
で
あ
る
こ
と
に
は

変
わ
り
な
く
、
不
徹
底
の
謗
り
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
分
野
の
規
制
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
投
資
法
が
参
考
と
な
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
は
、
同
法
の
適
用
が
あ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

575

し
て
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ｋ

損
害
・
生
命
保
険
契
約
（
保
険

576

業
法
三
〇
九
条
）

保
険
契
約
に
お
い
て
も
申
込
者
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
申
込
者
が
保
険
会
社
等
の
営
業
所
、
事
務
所

そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
保
険
契
約
の
申
込
み
を
し
た
場
合
な
ど
で
、
申
込
者
等
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
認
め
ら
れ
な
い
（
一
項

577

六
号
）。
ま
た
、
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
の
当

時
、
既
に
保
険
金
の
支
払
い
の
事
由
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
、
撤
回
者
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
込
み
の
撤
回
等
は
、

そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
（
九
項
）。

こ
こ
で
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
一
見
す
る
と
契
約
対
象
の
複
雑
性
に
着
目
し
た
も
の
の
よ
う
に
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
適
用
除
外
に
つ
い
て
「
申
込
者
等
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
が
ど
の
よ
う
な
原
則
に
基
づ
い
て
い

る
の
か
に
よ
っ
て
、
異
な
る
理
解
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
法
律
上
例
示
さ
れ
て
い
る
適
用
除
外
が
上
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、

基
本
的
に
は
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
申
込
者
等
の
保
護
」
は
、
申
込
者
に
対
す
る
不
意
打
ち
性
が
そ
の
基
本
に
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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ｌ

小
括

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
が
、
概
ね
日
本
法
の
分
析
の
際
に
も
応
用
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
我
が
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
型
の
保
護
目
的
を
知
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
現
行
規
定
を
批
判
的
に
検
討
す
る
足
が
か
り
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
我
が
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
型
の
数・
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
豊
富
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
我
が
国
で
は
か
な
り
細
密
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
て
い
る
せ
い
で
あ

578

っ
て
、
保
護
に
ム
ラ
が
あ
る
だ
け

で
な
く
、（
特
に
投
資
商
品
販
売
に
お
い
て
）
全
体
の
見
通
し
が
利
き
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
体
ど
の
取
引
が
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
の
規
制
に
服
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
消
費
者
か
ら
は
分
か
り
づ
ら
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
教
示
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
教
示
さ
れ
な
い
限
り
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
の
存
在
に
す
ら
気
付
か
な
い
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
半
減
す
る
。
立
法
論
と
し
て
は
、
も
う
少
し
見
通
り
の
利
き
や
す
い
類
型
の
立
て
方
が
求
め
ら
れ
る
。
現
実

の
立
法
も
そ
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。

⑵

法
的
構
成

つ
ぎ
に
、
我
が
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
撤
回
権
の
法
的
性
質
と
し
て
、
主
と

し
て
特
殊
解
除
権
構
成
と
取
消
権
類
似
構
成
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
通
説
は
、
主
と
し
て
条
文
上
の
根
拠
か
ら
前
者
を
採
用
し
て
い
る
。

し
か
し
、
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
る
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
取
消
類
似
構
成
の
ほ
う
が
事
物
の
有
り
様
に
即
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
我
が

国
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

我
が
国
に
お
い
て
も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
は
、
解
除
権
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
優
勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
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オ
フ
権
に
つ
い
て
の
個
別
の
規
定
の
多
く
が
「
契
約
の
申
込
の
撤
回
ま
た
は
契
約
の
解
除
」
と
い
う
言
葉
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
詐
欺
・
強
迫
と
機
能
的
類
似
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
説
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ

579

っ
た
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
そ
の
法
的
構
成
自
体
も
取
消
権
類
似
の
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
、
そ
れ
な
り
の
合
理
性
は

あ
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
法
文
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
の
行
使
に
よ
る
契
約
解
消
の
こ
と
を
「
契
約
の
解
除
」
や
「
申
込
み
の
撤
回
」
と
い
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
文
言
に
拘
泥
し
た
性
質
決
定
は
、
不
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
導

入
に
際
し
て
、
そ
の
法
的
性
質
は
い
わ
ば
不
問
に
付
さ
れ
る
形
と
な
っ
て

580

い
た
。
そ
の
た
め
、
当
時
は（
さ
ら
に
現
在
も
）、
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
権
の
行
使
に
よ
る
契
約
解
消
を
、
適
切
に
表
現
す
る
術
語
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
あ
る

程
度
事
態
を
適
合
的
に
表
現
す
る
術
語
と
し
て
「
撤
回
ま
た
は
解
除
」
と
い
う
用
語
が
採
用
さ
れ
た
、
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の

「
解
除
」
あ
る
い
は
「
撤
回
」
と
い
う
言
葉
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
が
一
度
有
効
に
成
立
し
た
契
約
あ
る
い
は
申
込
み
の
効
力
を
排
除

す
る
形
成
権
で
あ
る
こ
と
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
形
成
権
の
法
的
性
質
や

具
体
的
内
容
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
を
取
消
権
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
、
取

消
権
と
も
異
な
る
。
と
は
い
え
、
上
述
の
通
り
、
機
能
面
お
よ
び
体
系
面
か
ら
考
え
る
と
、
取
消
権
類
似
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
適
切
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
小
さ
な
取
消
権
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
思
表
示
法
に
お
け
る
契
約
解
消
の
た
め

の
制
度
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
が
第
三
の
手
段
と
し
て
付
加
さ
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
適
切
だ
ろ
う
。
無
理
に
既
存
の
も
の
に
当

て
は
め
る
必
要
は
な
く
、
新
し
い
も
の
が
登
場
し
た
と
考
え
、
そ
の
実
態
に
相
応
し
い
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
そ
の
点
で
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
規
定
に
よ
る
契
約
関
係
か
ら
の
離
脱
を
基
礎
づ
け
る
形
成
権
は
、
遡
及
効
を
有
す
る
特
殊
な
解
約
権
と
し
て
理
解
す
る
の
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が
妥
当
で
あ
る
。

二

解
釈
論
的
示
唆

⑴

議
論
の
実
益
？

も
っ
と
も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
を
解
除
権
に
近
づ
け
て
理
解
す
る
の
か
、
取
消
権
に
近
づ
け
て
理
解
す
る
の
か
と
い
うR

ein
er

的

な
枠
組
み
で
の
議
論
は
、「
議
論
の
実
益
」と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
我
が
国
で
も
、
そ
う
た
い
し
た
問
題
に
は
な
ら

581
582

な
い
。
た
だ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
型
の
保
護
目
的
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
個
別
規
定
の
解
釈
に
資
す
る
も
の
と
い

583

え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
論
へ
の
示
唆
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
の
拡
張

解
釈
ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
紛
争
事
案
へ
の
類
推
適
用
の
可
否
が
あ
る
。
本
項
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
論
じ
る
。

⑵

拡
張
解
釈
ま
た
は
類
推
適
用
の
可
能
性

ａ

類
推
適
用
等
の
可
能
性
と
限
界

こ
の
点
に
つ
い
て
の
支
配
的
な
理
解
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
拡
張
解
釈
・（
特
に
）
類
推
適
用
に
は
適
さ
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
、
消
費
者
と
い
う
弱
者
に
与
え
ら
れ
た
あ

る
種
の
特
権
で
あ
り
、
従
来
の
法
体
系
か
ら
見
た
と
き
、
そ
れ
が
異
質
の
も
の
と
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
見
た

よ
う
に
、
私
的
自
治
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
こ
の
点
の
疑
念
は
消
え
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
で
問
題
解
決
で
は
な
い
。

類
推
適
用
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
際
の
問
題
は
、
そ
の
他
に
さ
し
あ
た
り
二
点
あ
る
。
ま
ず
は
、「
有
効
に
成
立
し
た
契
約
を
解
消
す
る

に
は
、
そ
の
た
め
の
法
規
定
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
方
法
論
上
の
ド
グ
マ
で

584

あ
る
。
こ
の
ド
グ
マ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
問
題
は
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立
法
論
へ
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
問
題
が
生
じ
る
の
な
ら
、（
立
法
が
な
く
と
も
）対
処
し
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い

し
、
現
に
対
処
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
既
存
の
制
度
（
公
序
良
俗
〔
九
〇
条
〕
や
錯
誤
〔
九
五
条
〕）
に
そ
の
役
割
を
担
わ
せ
る
と
い
う

の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
ド
グ
マ
は
、
実
質
的
に
は
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、C

a
n
a
ris

が
正
当
に
指
摘
す

る
よ
う
に
、「
一
方
で
、
要
件
的
に
は
、『
不
意
打
ち
』
が
良
俗
違
反
で
あ
り
、
あ
る
い
は
信
義
則
に
反
し
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
る
の

は
、
か
な
り
重
大
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
得
る
し
、
他
方
で
、
無
効
な
い
し
取
消
し
と
い
う
法
的
効
果
は
、
不
必
要
に
広
い
」
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
や
は
り
事
態
に
即
応
し
た
法
制
度
に
よ
る
手
当
て
が
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
ド
グ
マ
自
体
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
解
釈

命
題
が
成
り
立
ち
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
論
理
的
ま
た
は
解
釈
方
法
論
的
な
説
明
を
し
て
い
な
い

585

以
上
、
俄
か
に
左

す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

次
に
問
題
と
な
る
点
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
法
技
術
的
特
性
か
ら
来
る
内
在
的
な
制
約
で
あ
る
。
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
そ
の

法
技
術
的
特
性
を
、
定
型
性
に
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
対
象
が
一
義
的
に
確
定
し
て
い
て
、
か
つ
一
義
的
に
確
定
さ
れ
た
短
期
の
期
間

内
に
」、
契
約
を
解
消
で
き
る
と
い
う
点
に
そ
の
特
徴
を
持
つ
。
拡
張
解
釈
は
と
も
か
く
、
類
推
適
用
の
場
合
に
は
、
対
象
の
一
義
性
が
損

な
わ
れ
る
こ
と
に

586

な
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
司
法
的
法
欠
缺
補
充
よ
り
は
、
立
法
的
な
手
当
て
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
我
が
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
ド
イ
ツ
の
撤
回
権
と
比
べ
て
対
象
と
な
る
取
引
を
限
定
し
、
あ
る
い
は
政
令

や
省
令
等
の
指
定
を
前
提
と
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
対
象
と
な
る
取
引
を
法
定
の
そ
れ
に
限
定
し
よ
う
と

い
う
意
図
の
表
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
取
引
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
想
定
に
反
し
た
欠

缺
で
あ
る
と
い
え
な
い
だ

587

ろ
う
。
そ
の
点
で
も
、
類
推
適
用
の
積
極
的
活
用
は
、
困
難
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
契
約
類
型
関
連
型
の

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
特
に
当
て
は
ま
る
と
い
え
る
。
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ｂ

具
体
的
可
能
性
の
検
討

た
だ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
状
況
関
連
型
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、（
事
業
者
対
消
費
者
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
視
し
得
る
）一
定
の
構
造
的
格
差
が
存
在
し
、
後
者
の

意
思
形
成
が
脆
弱
で
あ
る
に
も
か
か
わ

588

ら
ず
、
前
者
が
契
約
締
結
を
迫
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
契
約
が
結
ば
れ
た
と
き
、
後
者
が
速
や
か
に

（
法
定
期
間
が
適
宜
類
推
さ
れ
る
だ
ろ
う
）契
約
の
拘
束
力
に
服
す
こ
と
を
拒
ん
だ
事
実
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
後
者
の
拒
絶
的

態
度
に
着
目
し
て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
類
推
適
用
に
基
づ
い
て
、
契
約
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
等
の
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
事
後
的
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
活
用
す
る
た
め
、
定
型
性
と
の
関
係
は
、
そ
れ

ほ
ど
問
題
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
む
し
ろ
、
後
述
す
る
「
状
況
の
濫
用
」
を
理
由
と
し
て
契
約
の

拘
束
力
を
否
定
す
る
ほ
う
が
妥
当
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
（
純
粋
な
）
欠
缺
補
充
と
し
て
の
類
推
適
用
よ
り
は
、
脱
法
の
排
除
こ
そ
が
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
推
適

用
の
第
一
の
機
能
と
な
る
だ

589

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
定
型
性
の
問
題
は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
規
定
上

の
取
引
類
型
な
い
し
販
売
手
法
と
ほ
ぼ
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
場
合
に
、
類
推
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で

590

あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
従
来
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
は
異
な
る
意
思
の
脆
弱
性
と
そ
の
利
用
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
の
救
済

は
、
さ
し
あ
た
り
立
法
を
俟
つ
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。

三

立
法
論
的
示
唆

で
は
、
本
稿
の
検
討
結
果
は
、
立
法
論
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
立
法
論
的
示
唆
と
し
て
指
摘
で
き

る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
領
域
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
が
拡
大
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
指
針
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
と
、
そ
の
裏
面
と
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し
て
、
一
般
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
既
存
の
個
別
類
型
に
関
わ
る
示
唆
は
、
前
述
し
た
。
な
お
、

こ
こ
で
の
論
述
は
、
詳
細
な
立
法
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
目
的
で
は

591

な
く
、
本
稿
の
検
討
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
程
度
の
ア
ウ

ト
ラ
イ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

⑴

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
型
の
拡
大

ａ

保
証
契
約

保
証
契
約
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
保
証
人
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
を
付
与
し
よ
う
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
が

592

あ
る
。
本
稿

の
考
察
か
ら
す
る
と
、
そ
の
対
象
を
適
切
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
提
案
に
も
充
分
な
理
論
的
合
理
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ

593
594

ろ
う
。
具
体
的
な
立
法
提
案
は
我
が
国
に
お
け
る
具
体
的
な
問
題
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ

で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討
か
ら
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
内
容
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
契
約
状
況
に
着
目
す
る
形
で
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
付
与
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
訪
問
販
売
状
況
の
よ
う
に
保
証
人
と

な
る
べ
き
者
の
意
思
形
成
が
歪
め
ら
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
況
を
特
定
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
締
結
さ
れ
た
保
証
契
約
に
つ
い
て
保

証
人
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
締
結
状
況
に
関
わ
り
な
く
、
消
費
者
的
立
場
に
あ
る

者
が
主
債
務
者
な
ど
か
ら
保
証
料
等
の
対
価
を
受
け
取
る
こ
と
な
る
保
証
人
と
な
る
場
合
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
仮
に
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
現
在
よ
り
も
広
範
に
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
並
み
に
認
め
る
と
す
れ
ば
、

保
証
契
約
固
有
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
後
者
に
つ
い
て
の
み
語
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
保
証
契
約
は
、
保
証
人
が
一
方
的
に
責
任
を

引
き
受
け
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
で
あ
る
主
債
務
者
の
将
来
の
弁
済
能
力
と
い
う
非
常
に
見
通
し
の
困
難
な
事

項
に
つ
い
て
判
断
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
保
証
契
約
と
い
う
契
約
類
型
そ
れ
自
体
が
、
非
事
業
者
保
証
人
の
正
常
な
意
思
形
成
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を
歪
め
る
因
子
を
帯
び
て
い
る
と
い
え
、
そ
の
よ
う
な
危
険
性
が
社
会
定
型
的
に
認
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

今
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
我
が
国
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
規
定
の
価
値
判
断
か
ら
し
て
も
、
後
者
の
提
案
は
、
基
本
的
に
、
妥
当

な
も
の
と
い
え
る
。

ｂ

消
費
者
消
費
貸
借
契
約
（
消
費
者
金
融
）

消
費
者
信
用
一
般
、
特
に
ド
イ
ツ
で
い
う
と
こ
ろ
の
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
へ
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
拡
大
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
返
済
可
能
性
に
つ
い
て
の
衡
量
の
複
雑
性
が
存
在
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
我
が
国
で
は
特
に
、
消
費
者
に

強
く
働
く
誘
惑
効
果
と
そ
れ
に
比
し
て
十
分
な
検
討
時
間
が
な
い
ま
ま
に
契
約
が
結
ば
れ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
が
、
ド
イ
ツ
よ
り
も
顕

著
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
こ
れ
ら
消
費
者
金
融
の
あ
り
方
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
今
般
の
貸
金
業
法
の
改
正
に
繫
が
っ
て

595

い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
消
費
者
を
借
り
手
と
す
る
消
費
貸
借
に
つ
い
て
も
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
導
入
す
る
合
理
性
は
、

直
ち
に
は
否
定
さ
れ
な
い
だ

596

ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
抽
象
的
な
瑕
疵
に
対
す
る
定
型
的
な
保
護
で
は
な
く
、
具
体
的
な
瑕
疵
ま
た
は
義
務
違
反
を
捉
え
た
保
護
で

足
り
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り

597

う
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
契
約
の
締
結
規
制
と
は
別
の
方
法
を
用
い
る
方
が
、

効
果
的
で
あ
る
と
の
考
え
方
も
あ
り
え
よ
う
。
特
に
、
平
成
一
八
年
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
借
入
額
の
総
量
規
制
は
、
そ
も
そ
も
借

主
に
と
っ
て
危
険
の
あ
る
借
入
れ
自
体
を
さ
せ
な
い
と
い
う
形
で
、
こ
の
問
題
に
効
果
的
に
対
処
し
て
い
る
と
も
い

598

え
る
。
し
か
し
、
一

定
額
を
超
え
、
あ
る
い
は
一
定
期
間
に
及
ぶ
契
約
で
一
定
の
利
率
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
抽
象
的
瑕
疵
か
ら
の
保
護
が
必
要
で
あ

る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
貸
付
に
つ
い
て
定
型
的
弊
害
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
対
策
と
し
て
撤
回
権
が
有
益

で
あ
る
と
い
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
良
い
だ

599
600

ろ
う
。
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ｃ

労
働
契
約
の
合
意
解
約

学
説
に
お
い
て
、
す
で
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
。
が
、
前
述
の
ド
イ
ツ

に
お
け
る
立
法
提
案
は
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
近
時
成
立
し
た
労
働
契

601

約
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
制
定
に
向
け

た
具
体
的
な
動
き
の
中
で
、「『
今
後
の
労
働
契
約
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
』
中
間
取
り
ま
と
め
」
及
び
同
「
報
告
書
」
が
、
合

意
解
約
や
辞
職
に
つ
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
る
べ
き
、
と
し
て

602

い
た
。
こ
の
提
案
は
最
終
的
に
は
労
働
契
約
法
に
結
実
し
な
か
っ

た
が
、
労
働
契
約
の
基
本
に
自
己
決
定
を
据
え
よ
う
す
る
基
本
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
導
入
は
、
妥
当
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
と

考
え
ら
れ
る
。

⑵

一
般
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
の
否
定

一
般
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
策
上
の
問
題
点
も
指
摘
で

603

き
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
権
利
は
、（
個
人
の
意

思
を
中
心
と
し
た
自
由
主
義
的
な
）
私
法
の
体
系
と
は
一
致
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
の
導
入
は
、
消
費
者

契
約
の
領
域
に
お
い
て
大
幅
に
〞p

a
cta su

n
t serv

a
n
d
a

〝
原
則
を
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
法
上
の
契

約
の
か
な
り
の
部
分
が
、
そ
の
よ
う
な
相
対
化
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。C

a
n
a
ris

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

の
イ
ン
フ
レ
は
、
契
約
信
義
や
法
的
安
定
性
に
と
っ
て
壊
滅
的
結
果
を
も
た
ら
し
か
ね

604

な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
契
約
の
拘
束
力
の
理
論
そ

れ
自
体
が
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に

605

な
る
。
ま
た
、
理
論
的
に
見
て
も
、
消
費
者
で
あ
る
か
ら
当
然
に
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
何
ら
か
の

瑕
疵
や
脆
弱
性
が
定
型
的
に
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
。
消
費
者
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
取
引
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
論
の
観
点
か

ら
見
て
も
、
問
題
な
く
意
思
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

606

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
日
常
の
営
み
を
切
り
捨
て
た
法

制
度
の
構
築
は
望
ま
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
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⑶

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
規
定
の
民
法
典
へ
の
統
合

次
に
、
近
時
の
債
権
法
改
正
の
議
論
と
関
連
し
て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
規
定
を
民
法
典
の
中
に
取
り
込
む
べ
き
か
を
検
討
し
た
い
。

こ
こ
で
は
、
我
が
国
の
法
状
況
に
即
し
つ
つ
、
本
稿
の
今
ま
で
の
検
討
の
成
果
が
利
用
可
能
な
限
り
に
と
ど
め
た
い
。
第
一
章
で
指
摘
し

た
通
り
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
議
論
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
順
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

ａ

ま
ず
、
消
費
者
法
と
民
法
の
間
で
異
な
る
原
理
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
の
検
討
の
結
果
か
ら
見

る
と
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
従
来
の
民
法
上
の
制
度
と
は
異
な
る
規
制
手
段
を
採
っ
て
い
る
も
の
の
、
基
本
原
理
に
お
い
て
は
民
法

と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
原
理
上
、
民
法
典
の
諸
規
定
と
矛
盾
し
な
い
か
ら
と
言
っ
て
当
然
に
民
法
典
に
統
合
す
べ
き
も
の
と
も
い
え
な
い
。
原
理

の
同
一
性
は
法
典
の
構
成
を
決
定
す
る
も
の
で
は

607

な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
法
典
と
し
て
の
技
術
的
な
整
合
性
で
あ
る
。
ま
た
、
法

典
を
あ
る
程
度
社
会
的
・
政
治
的
な
宣
言
で
あ
る
と
考
え
、
そ
こ
に
文
化
的
な
意
義
を
見
出
す
な
ら
ば
、
美
学
的
配
慮
を
す
る
こ
と
は
、

決
し
て
荒
唐
無
稽
な
発
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
と
さ
え
い
え
る
。
他
方
で
、
法
を

適
用
あ
る
い
は
利
用
す
る
側
の
視
点
も
重
要
で
あ
る
。
市
民
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る
法
規
範
が
、
あ
ま
り
に
広
範
に
散
在
し
て
い
る
と

い
う
事
態
は
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ま
と
め
る
か
ら
と
い
っ
て
民
法
典
に
ま
と
め
る
必
然
性
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

こ
の
点
は
、
い
わ
ゆ
る
「
消
費
者
法
典
」
で
あ
っ
て
も
、
十
分
達
成
し

608
609

う
る
。

ｂ

ま
た
、「
消
費
者
」・「
事
業
者
」概
念
と
い
っ
た
人
的
範
疇
に
よ
っ
て
適
用
範
囲
が
劃
さ
れ
る
規
定
を
民
法
典
の
中
に
設
け
て
よ
い

か
で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
消
費
者
概
念
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
の
本
稿
の
考
察
か
ら
は
、
肯
定
的
な
答
え
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
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に
な
ろ
う
。
従
来
の
議
論
は
、
と
も
す
る
と
消
費
者
を
一
定
の
階
級
あ
る
い
は
身
分
と
し
て
捉
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
出
て
く
る
「
消
費
者
」
と
い
う
概
念
は
、「
事
業
者
」
と
の
取
引
と
い
う
特
定
の
状
況
に
お
い
て
の
み
存
在
し
う
る
の
で
あ
り
、「
事

業
者
」
が
立
ち
去
る
や
た
ち
ま
ち
抽
象
的
な
「
人
」
に
回
帰
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
「
状
況
」
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
状
況
記
述
の

た
め
の
概
念
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ

610

な
い
。
そ
も
そ
も
、
近
代
民
法
典
が
「
白
紙
」
の
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
無
色
透
明
の
抽
象
的
「
人
」

を
前
提
し
て
し
て
い
る
と
い
う
ド
グ
マ
自
体
が
、
抽
象
的
人
格
像
の
歴
史
的
機
能
と
と
も
に
よ
り
一
層
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で

は
な
い
だ
ろ

611

う
か
。

ｃ

以
上
の
検
討
の
結
論
と
し
て
、
消
費
者
契
約
法
で
あ
れ
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
規
定
の
よ
う
な
消
費
者
保
護
規
定
で
あ
れ
、
そ
れ

ら
を
民
法
典
に
統
合
す
る
こ
と
に
理
論
的
な
問
題
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
、
こ
れ
ら

の
規
定
の
民
法
典
へ
の
統
合
を
是
認
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
両
者
の
原
理
的
な
結
び
つ
き
と
相
互
発
展
の
可
能
性
を
積
極
的

に
評
価
し
、
そ
れ
を
条
文
上
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
統
合
を
肯
定
す
る
立
場
を
採
る
こ
と
に
な

612

ろ
う
。

第
三
節

意
思
表
示
法
へ
の
示
唆

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
を
意
思
表
示
法
の
中
で
位
置
づ
け
た
場
合
、
逆
に
、
意
思
表
示
法
へ
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
章
で
論
じ
た
と
こ
ろ
に
拠
り
つ
つ
考
え
る
な
ら
、
以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
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一

救
済
手
段
の
重
層
性
と
意
思
表
示
理
論
の
実
質
化

⑴

救
済
手
段
の
重
層
性
｜

附：

特
定
商
取
引
法
上
の
取
消
類
型
に
つ
い
て

ま
ず
、
法
律
行
為
法
、
と
り
わ
け
意
思
の
瑕
疵
に
関
わ
る
諸
制
度
の
一
般
理
論
へ
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
本
稿
の
考
察
か
ら
得

ら
れ
る
示
唆
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
例
は
、
い
わ
ば
「
小
さ
な
意
思
表
示
の
瑕
疵
」
あ
る
い
は
「
抽
象
的
な

意
思
の
瑕
疵
」
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
意
思
表
示
法
が
、
無
効
・
取
消
し
と
い
う
従
来
の
救
済

手
段
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
よ
る
契
約
か
ら
の
離
脱
と
い
う
新
し
い
救
済
手
段
を
加
え
、
そ
の
救
済
の
重
層
性
を
増
す
に
至
っ
た
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
取
消
し
は
無
効
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
契
約
を
か
な
り
長
期
に
亘
っ
て
覆
滅
可
能
な
も
の
と

す
る
。
こ
の
点
で
、
取
消
し
は
、
契
約
信
義
に
対
す
る
か
な
り
重
大
な
制
約
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

相
応
の
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
抽
象
的
な
意
思
瑕
疵
は
、

取
消
し
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
ほ
ど
に
は
重
篤
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
法
が
こ
の
よ
う
な
軽
微
な
瑕
疵
に
対
処
す
る
た
め
に
新
た
に

創
設
し
た
救
済
手
段
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
示
唆
的
な
の
は
、
特
定
商
取
引
法
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
取
消
権
の
規
定
上
の
関
係
で
あ
る
。
同
法
九
条
の
三
、

二
四
条
の
二
、
四
〇
条
の
三
、
四
九
条
の
二
及
び
五
八
条
の
二
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
取
引
類
型
に
お
い
て
、
事

業
者
の
一
定
の
行
為
態
様
に
着
目
し
た
契
約
の
取
消
権
を
導
入
し
て

613

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
消
費
者
契
約
法
四
条
の
不
実
告
知
お
よ
び
不
利

益
事
実
の
不
告
知
に
準
じ
る
行
為
態
様
に
つ
い
て
取
消
し
を
認
め
る
も
の
で
、
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
こ
で
い
う
重
層
性
を
直
接
に
示
す
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
意
思
表
示
法
の
制
度
で
あ
る
取
消
し
と
特
別
法
に
散
在
し
て
い
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
間
に
一
定
の

関
連
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
注
目
に
値

614

す
る
。
特
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
規
定
の

す
ぐ
後
ろ
に
置
か
れ
て
お
り
、
規
定
の
位
置
か
ら
し
て
も
、
両
制
度
が
密
接
に
関
連
し
て
相
互
補
完
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
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⑵

意
思
表
示
理
論
の
変
容

こ
の
よ
う
な
救
済
の
重
層
化
を
裏
付
け
る
の
は
、
意
思
表
示
法
に
お
い
て
よ
り
一
層
、
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
実
質
的
意
思
の
果
た

す
役
割
が
拡
大
し
て
い
る

と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
法
状
況
に
お
い
て
重
層
性
が
増
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
伝
統

的
な
意
思
表
示
理
論
に
変
容
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
こ
と
が
端
的
に
顕
れ
て
い
る
の
は
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
例
に
と
っ
て
、
意
思
表
示
理
論
の

615

変
容
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
従
来
の
意
思
表
示
理

616

論
は
、

意
思
表
示
の
過
程
を
表
示
行
為
、
効
果
意
思
、
そ
し
て
動
機
に
大
き
く
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
異

な
っ
た
扱
い
を
す
る
。
こ
こ
で
の
分
類
は
、
基
本
的
に
錯
誤
の
処
理
に
つ
い
て
の
説
明
の
た
め
の
も
の
と
い
え
、
そ
の
意
味
で
、
意
思
表

示
過
程
は
、
情
報
処
理
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
化
は
、
内
省
的
な
ド
イ
ツ
起
源
の
理
論
ら
し
く
契
約
交
渉
過
程
に

お
け
る
当
事
者
間
の
相
互
作
用
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
情
報
処
理
に
お
い
て
作
用
す
る
感
情
の
側
面
を
切
り
捨
て

る
と
い
う
問
題
が
生

617

じ
る
。
従
来
の
制
度
で
、
こ
の
側
面
に
お
け
る
瑕
疵
を
規
律
す
る
の
は
、
強
迫
で
あ
り
、
例
外
的
に
暴
利
行
為
を
理

由
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
違
法
性
の
強
い
行
為
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も

そ
こ
に
生
じ
る
瑕
疵
に
つ
い
て
も
当
然
重
大
か
つ
具
体
的
な
も
の
の
み
が
把
握
さ
れ
て
い
た
。
従
来
の
意
思
表
示
理
論
は
、
与
え
ら
れ
る

情
報
に
つ
い
て
は
関
心
を
払
っ
て
き
た
の
で
あ

618

る
が
、
そ
れ
が
処
理
さ
れ
る
環
境
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
し

な
か
っ
た
の
で

619

あ
る
。
し
か
し
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
情
報
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
処
理
さ
れ
る
環
境
に
着
目
し
て
、
そ
の
整
備
を

行
う
。
こ
れ
は
、
従
来
い
わ
ば
時
間
軸
し
か
な
か
っ
た
意
思
表
示
理
論
に
、
空
間
軸
を
導
入
す
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
情
報
処
理
に

傾
斜
し
て
い
た
理
論
モ
デ
ル
が
、
情
動
を
視
野
に
入
れ
た
モ
デ
ル
へ
と
近
づ
い
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
、
既
に
大

村
敦
志
教
授
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
意
思
表
示
理
論
そ
の
も
の
の
実
質
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
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さ
ら
に
、
情
報
的
脆
弱
性
に
着
目
す
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
従
来
の
情
報
処
理
モ
デ
ル
そ
れ
自
体
の
変
化
も
も
た
ら
す
。
従
来
の

情
報
処
理
モ
デ
ル
に
お
け
る
意
思
表
示
理
論
で
は
、
動
機
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
、
問
題
と
な
る
の
は
具
体
的
な
情
報
の
有
無
で
あ
る
。

具
体
的
な
情
報
が
、
効
果
意
思
（
の
内
容
）
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
の
み
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
意
思
形
成
と
い
う
心
理
過
程
は
、
そ
の
よ
う
な
効
果
内
容
と
或
る
情
報
の
一
対
一
の
関
係
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

そ
の
よ
う
な
関
係
に
は
登
ら
ず
、
さ
ら
に
具
体
的
に
捕
捉
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
な
情
報
、
ま
た
は
情
報
的
前
提
も
存
在
す
る
。
そ
の
古

典
的
な
例
が
経
験
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
給
付
目
的
の
不
在
性
・
不
可
視
性
と
い
っ
た
知
覚
困
難
性
も
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
を
具
体
的

な
、
あ
る
い
は
（
無
効
・
取
消
し
と
い
う
法
的
効
果
を
与
え
る
ほ
ど
）
重
大
な
瑕
疵
と
し
て
捕
捉
す
る
こ
と
は
で
き

620

な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
的
前
提
の
瑕
疵
に
つ
い
て
も
、
捕
捉
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
、
理
論
自
体
の
実
質
化

が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
情
報
の
複
雑
性
が
顧
慮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
投
入
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
き
自
ら
の
利
害

を
判
断
し
た
う
え
で
動
機
を
形
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
効
果
意
思
を
意
図
し
て
、
最
終
的
に
表
示
を
す
る
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、「
情

報
を
理
解
す
る
」
と
い
う
活
動
の
実
質
化
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
情
報
の
理
解
は
利
害
の
判
断
の
必
須
の
前
提
で
あ
る
が
、
与
え

ら
れ
た
情
報
を
瞬
時
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
常
に
容
易
な
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、C

a
n
a
ris

が
指
摘
し
て
い
た
誘
惑
効
果
を
意
思
表
示

の
中
で
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
利
害
判
断
の
段
階
に
お
い
て
生
じ
う
る
「
歪
み
」
を
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
経

験
や
能
力
の
限
界
な
ど
は
表
意
者
の
領
域
に
あ
る
問
題
で
あ
り
、
相
手
方
に
は
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ

621

る
が
、
こ
こ
で
の
主
張
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
意
思
表
示
理
論
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
ず
れ
が
そ
の
リ
ス
ク
を

負
担
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
の
土
俵
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

622

え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
変
容
を
受
け
止
め
た
う
え
で
、

ど
の
よ
う
な
再
理
論
化
を
図
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。

こ
の
こ
と
は
、
翻
る
と
、
従
来
の
意
思
表
示
法
上
の
制
度
の
理
解
に
も
跳
ね
返
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ

623

ろ
う
。
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二

意
思
表
示
の
瑕
疵
の
類
型
の
拡
張

⑴

序
説

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
「
小
さ
な
意
思
表
示
の
瑕
疵
」
と
捉
え
ら
れ
る
場
合
、
い
わ
ば
「
大
き
な
意
思
表
示
の
瑕
疵
」
と
の
関
係
に
お

い
て
、
前
者
の
類
型
に
は
含
ま
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
類
型
に
は
対
応
す
る
も
の
が
含
ま
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ド
イ
ツ

で
は
、
そ
の
よ
う
な
類
型
に
つ
い
て
、
取
消
権
や
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
契
約
解
消
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
撤
回
権
を
不
要
な
も

の
と
し
よ
う
と
提
案
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
意
思
表
示
法
上
の
保
護
の
重
層
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
よ
る
保
護
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
取
消
権
類
型
を
創
設
す
る
余
地
が
存
在
す
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
先
に
検
討
し
たW

eiler

やM
a
n
k
o
w
sk
i

の
見
解
に
連
な
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、L

o
ren

z

が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
撤
回
権
は
、
そ
の
定
型
性
ゆ
え
に
、
具
体
的
な
要
保
護
性
が
あ
る
事
例
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
保
護
が
及
ば
な
い
場
合
が
生

じ
う
る
。
そ
こ
で
、
具
体
的
な
要
保
護
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
受
け
皿
が
必
要
と
な
る
。

⑵

新
た
な
取
消
類
型
の
創
設
｜

と
り
わ
け
強
迫
類
似
の
不
当
威
圧
に
つ
い
て

具
体
的
に
は
、
特
定
商
取
引
法
上
の
、
た
と
え
ば
訪
問
販
売
取
引
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
従
来
強
迫
な
ど
で
は
掬
い
上
げ
ら
れ
な

か
っ
た
行
為
態
様
に
つ
い
て
、
意
思
形
成
に
一
定
以
上
の
影
響
を
与
え
る
も
の
を
違
法
で
あ
る
と
評
価
し
て
、
そ
れ
を
理
由
と
す
る
取
消

権
を
付
与
す
る
こ
と
が
考
え
ら

624

れ
る
。
す
で
に
、
そ
の
一
部
は
、
消
費
者
契
約
法
四
条
三
項
一
号
に
お
け
る
「
困
惑
」
に
基
づ
く
取
消
権

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
法
に
よ
る
保
護
も
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
暴
利
行
為
法
理
を
活
用

す
る
方
策
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
給
付
の
不
均
衡
」
と
い
う
要
件
を
厳
密
に
課
せ
ば
、
画
龍
点
睛
を
欠
く
こ
と
に
な

625

ろ
う
。
と
り
わ
け
、

我
が
国
に
お
け
る
暴
利
行
為
法
理
を
確
立
し
た
大
審
院
判
決
に
よ
れ
ば
、
一
方
の
当
事
者
が
当
該
取
引
に
よ
っ
て
「
巨
利
ヲ
博
」
す
る
場
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合
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
相
手
方
が
過
大
な
利
益
を
得
る
と
は
い
え
な
い
一
方
で
、
表
意
者
が
不
当
、
あ
る
い
は
不
本

意
な
負
担
を
負
わ
せ
る
内
容
を
持
つ
契
約
」
を
、
充
分
に
捕
捉
で
き
な
い
面
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
強
迫
に
あ
た
ら
な
い
威
圧
行
為
に
よ
る
意
思
形
成
過
程
の
侵
害
は
、
従
来
の
法
規
定
あ
る
い
は
法
理
で
は
十
分
に
解
決
で

き
な
い
状
況
に
あ
る
。
不
意
打
ち
的
な
状
況
に
つ
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
る
現
行
法
の
態
度
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
表
意
者

の
意
思
形
成
の
保
護
に
関
し
て
、
法
の
欠
缺
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
欠
缺
に
解

釈
論
的
な
手
立
て
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
点
で
、
注
目
に
値
す
る
の
が
、
オ
ラ
ン
ダ
法
上
の
「
状
況
の
濫
用
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
表
意
者
の
意
思
の
脆
弱
性
が
問
題
と

な
る
状
況
が
濫
用
さ
れ
た
た
め
に
締
結
さ
れ
た
契
約
を
、
取
消
可
能
な
も
の
と
し
て

626

い
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
暴
利
行
為
の
法
理
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
給
付
の
不
均
衡
」
に
あ
た
る
表
意
者
側
の
「
財
産
的
損
害
」
が
取
消
し
の
た
め
の
要
件
で
は
な
く
、「
濫
用
性
」

の
判
断
に
お
け
る
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
点
で
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
て

627

い
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
フ
ラ
ン
ス
債

務
法
改
正
準
備
草
案
が
、
一
一
一
四
｜
三
条
に
お
い
て
状
況
の
濫
用
を
強
迫
と
し
て
扱
う
提
案
を
行
な
っ
て

628

い
る
。
も
っ
と
も
、
ど
の
よ

う
な
制
度
設
計
が
可
能
か
に
つ
い

629

て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
・
フ
ラ
ン

630

ス
法
を
含
め
た
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で

631

あ
る
。

⑶

従
来
の
制
度
へ
の
影
響

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
意
思
表
示
法
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
従
来
の
制
度
の
理
解
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
意
思
表
示
法
へ
の
組
み
入
れ
は
、
意
思
表
示
法
の
理
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
し

て
、
そ
の
影
響
を
受
け
、
変
容
を
遂
げ
た
理
論
は
、
従
来
そ
の
理
論
に
立
脚
し
て
い
た
制
度
の
理
解
・
運
用
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
従
来
の
法
理
の
変
容
自
体
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
あ
る
程
度
裏
付
け
可
能
で

632

あ
る
。
た
と
え
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ば
、
契
約
対
象
の
複
雑
性
は
、
そ
れ
が
定
型
的
に
意
志
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
撤
回
権
を
基
礎
づ
け
る
が
、
そ
れ
が
、
具
体
的

に
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
情
報
提
供
義
務
を
基
礎
づ
け
、
そ
の
違
反
に
基
づ
い
て
詐
欺
取
消
し
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

633

な
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
、
対
象
の
複
雑
性
が
存
在
す
る
場
合
、
事
業
者
に
よ
る
時
間
的
圧
迫
が
不
当
勧
誘
と
な
り
う
る
と
い
う
見
解
も

提
出
さ
れ
て

634

い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
契
約
交
渉
過
程
に
お
け
る
当
事
者
間
の
誠
実
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
客
観
的
範
囲
が
拡
大
す
る
こ

と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討
に
お
い
て
採
り
上
げ
た
見
解
は
、
強
迫
類
似
行
為
へ
の
契
約
解
消
権
の
付
与
と
並
ん
で
過・
失・
に・
よ・
る・
詐
欺

に
対
す
る
契
約
解
消
権
の
付
与
に
つ
い
て
も
論
じ
て

635

い
る
。
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
論
じ
る
暇
は
な
い
が
、
前
述
の
意
思
表
示
理
論

の
変
容
が
契
約
解
消
（
取
消
し
）
を
基
礎
づ
け
る
主
観
的
要
件
の
程
度
の
低
下
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き

る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
既
存
の
詐
欺
規
定
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
具
体
的
に
錯
誤
、
詐
欺
及
び
強
迫

の
理
解
に
ど
の
よ
う
な
変
容
が
生
じ
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
個
別
的
な
検
討
を
要
す
る
。
こ
こ
で
は
、
立
法
評
価
上
、
そ
の
よ
う
な
可
能

性
が
切
り
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

第
四
節

結
び
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
意
思
表
示
法
上
の
制
度
と
の
関
連
で
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
基
に
し
て
同
制
度
の
活
用
可
能
性
に
つ

い
て
論
じ
た
。
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
意
思
表
示
法
自
体
が
ど
の
よ
う
な
変
容
を
被
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
展
望

を
試
み
た
。

こ
の
二
つ
の
営
み
に
お
い
て
、
特
筆
す
べ
き
は
、
古
典
的
な
意
思
表
示
法
の
前
提
で
あ
っ
た
形
式
性
が
、
現
代
的
な
現
象
に
対
応
す
る
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こ
と
を
目
的
と
し
た
実
質
化
の
動
き
と
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
姿
で
あ
る
。
本
稿
は
、
も
っ
ぱ
ら
実
質
化
の
立
場
か
ら
こ
の
姿
を
眺
め
た
。

し
か
し
、
古
典
的
な
形
式
性
が
拠
っ
て
立
っ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
形
式
性
の
立
場
か
ら
内
在
的
に
、
あ
る
い
は
歴
史
的
に
理
解

す
る
必
要
も
否
定
で
き

636

な
い
。
古
典
的
な
形
式
性
を
基
礎
づ
け
て
い
た
の
は
、
権
利
主
体
の
法
的
平
等
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
権
利
主
体

に
よ
る
自
己
決
定
と
自
己
責
任
と
い
う
近
代
社
会
の
基
本
原
則
で
あ
り
、
こ
の
原
則
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
行
過
ぎ
た
実
質
化
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で

637

あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
あ
る
べ
き
契
約
法
の
実
質
化
と
は
、
近
代
を
逆
走
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
打
ち
壊
し
近
代
と
異
な
る「
現
代
」

を
作
り
出
し
た
り
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
近
代
を
継
続
形
成
し
、
よ
り
豊
か
な
も
の
と
す
る
た
め
の
企
て
な
の
で

638

あ
る
。

注533

第
二
章
第
五
節
一
⑵
ａ
〜
ｃ
（
本
誌
四
六
巻
一
号
四
三
頁
以
下
）
参
照
。

534

第
二
章
第
三
節
三
⑴
ａ
（
本
誌
四
五
巻
三
号
五
六
二
頁
）
参
照
。

535

B
y
d
lin
sk
i

の
見
解
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

536

た
だ
し
、
撤
回
権
に
お
い
て
保
護
の
過
剰
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
本
稿
の
考
え
る
表
意
者
の
瑕
疵
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
意
思
形
成
が
歪
め
ら
れ
る
危
険
性
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
常
に
そ
れ
が
具
現

化
し
た
結
果
、
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
い
え
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
定
型
性
の
付
随
的
効
果
は
存
在
す
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
考
え

る
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
け
る
消
費
者
契
約
法
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
見
解
と
相
容
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

537

以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
法
上
の
規
律
と
日
本
法
上
の
そ
れ
を
対
比
さ
せ
る
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
特
に
別
段
の
記
述
の
な
い
限
り
、
両
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
規
定
の
み
を
平
面
に
お
い
て
比
較
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
立
法
政
策
論
的
に
は
、
行
政
的
規
制
や
業
界
団
体
に
よ
る
規
制
、
そ
の
他
の
私
法
上
の
規
制

を
含
め
た
比
較
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
各
論
的
な
作
業
で
あ
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
本
格
的
検
討
は
見
送
る
こ
と
と
す
る
。
少
な
く
と

も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
よ
る
規
律
が
表
意
者
の
意
思
形
成
過
程
の
保
護
制
度
と
し
て
独
自
の
意
義
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
他
の
規
制
手

段
が
存
在
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
規
制
さ
れ
て
い
る
取
引
事
象
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
重
ね
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
よ
る
規
制
を
お
こ
な
う
こ
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と
に
は
十
分
な
意
義
が
あ
る
、
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

538

か
つ
て
の
訪
問
販
売
法
で
あ
る
。

539

現
行
法
は
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

540

平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
年
）
法
律
第
七
四
号
に
よ
る
。

541

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
内
山
敏
和
「
オ
ラ
ン
ダ
法
に
お
け
る
状
況
の
濫
用
⑴
｜

我
が
国
に
お
け
る
威
圧
型
不
当
勧
誘
論
の
た
め
に
｜

」
本
誌
四
五
巻

三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
六
九
頁
以
下
。

542

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
鶴
藤
・
前
掲
注
（
40
）、
川
地
・
前
掲
注
（
40
）、
山
本
・
前
掲
注
（
28
）
参
照
。

543

齋
藤
雅
弘
ほ
か
『
特
定
商
取
引
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
日
本
評
論
社
、
第
四
版
、
二
〇
一
〇
年
）
三
二
七
頁
以
下
﹇
齋
藤
雅
弘
執
筆
﹈
は
、
こ
れ
を
「
法
定
返

品
権
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。
確
か
に
、
権
利
行
使
の
方
法
や
効
果
な
ど
に
相
違
が
み
ら

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
者
を
別
に
扱
う
の
は
、
合
理
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
規
定
の
法
政
策
的
妥
当
性
を
論
じ
、
あ
る
い
は
解
釈
に
よ
っ
て
同
規
定
の

実
質
化
を
図
る
こ
と
を
実
践
的
課
題
と
す
る
場
合
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
の
連
続
性
を
持
た
せ
た
理
解
に
も
、
有
益
性
が
認
め
ら
れ
る
。

544

た
だ
し
、
通
信
販
売
取
引
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
導
入
に
は
、
負
の
副
次
的
効
果
が
一
定
程
度
存
在
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

後
で
翻
意
で
き
る
か
ら
と
気
軽
に
注
文
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
程
気
に
入
ら
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
よ
っ
て
商
品
を
返
品
す
る
こ
と
を

控
え
る
場
合
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
返
品
そ
の
も
の
が
面
倒
で
あ
り
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
方

が
楽
」
と
い
っ
た
気
分
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
実
際
に
手
に
入
れ
た
物
に
つ
き
保
有
効
果
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。

545

消
費
者
の
解
除
権
等
を
全
く
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
全
体
的
に
観
察
し
て
消
費
者
の
権
利
が
不
当
に
低
減
す
る
よ
う
な
特
約
も
認
め

ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
条
を
任
意
規
定
的
に
理
解
す
る
に
し
て
も
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
に
よ
り
、
信
義
則
に
反
し
て
消
費
者
の
利
益
を
一
方
的
に
害

す
る
と
い
え
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
は
、
無
効
と
な
る
。

546

同
法
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
は
、
後
述
ｊ
参
照
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
契
約
と
同
時
に
投
資
助
言
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
契
約
が
解
除
さ
れ
て
も
原
状
回
復
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
藤
光
男
ほ
か
『
金
融
商
品
取
引
法
入
門
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
四
九
〇

頁
。

547

齋
藤
ほ
か
・
前
掲
注
（
543
）
三
二
八
頁
。

548

消
費
者
契
約
法
制
定
時
の
議
論
に
お
い
て
は
、「
例
え
ば
資
格
商
法
等
の
よ
う
に
、
会
社
に
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
、
何
度
も
勤
務
先
に
電
話
が
か
っ
て
き
て
、

周
り
の
視
線
も
非
常
に
気
に
な
っ
て
困
っ
て
し
ま
っ
て
『
は
い
』
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
」
と
い
う
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
第
一
七
次
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国
民
生
活
審
議
会
第
七
回
消
費
者
契
約
法
検
討
委
員
会
」（
平
成
一
一
年
〔
一
九
九
九
年
〕
九
月
二
七
日
）。

549

た
だ
し
、
ド
イ
ツ
法
と
の
対
比
で
は
、
次
の
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
種
の
勧
誘
方
法
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
上
原
則
と
し
て
違

法
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
点
、
長
尾
治
助
﹇
編
﹈『
レ
ク
チ
ャ
ー
消
費
者
法
』〔
法
律
文
化
社
、
第
四
版
、
二
〇
〇
八
年
〕
一

〇
八
頁
﹇
中
田
邦
博
執
筆
﹈）。
Ｕ
Ｗ
Ｇ
上
の
違
法
性
が
「
個
別
の
消
費
者
」
の
救
済
に
ど
の
よ
う
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
の
か
は
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
規
制
よ
っ
て
「
一
般
消
費
者
」
の
保
護
が
図
ら
れ
て
お
り
、
問
題
が
、
規
制
手
法
の
選
択
と
い
う
政
策
的
な
面
も
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

550

大
阪
地
判
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
年
）
四
月
二
四
日
判
時
一
〇
〇
九
号
三
三
頁
は
、
マ
ル
チ
商
法
に
お
い
て
、
そ
の
上
位
レ
ヴ
ェ
ル
へ
の
昇
格
の
勧
誘
に

際
し
て
、
そ
の
困
難
性
及
び
困
難
性
の
拡
大
を
告
知
せ
ず
、
執
拗
な
勧
誘
を
し
、
困
惑
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
昇
格
の
意
思
表
示
を
さ
せ
、
出
資
金
を
支
払

わ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
、
被
勧
誘
者
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
。

551

し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
問
題
が
顕
在
化
す
る
の
は
、
こ
の
二
〇
日
の
期
間
が
過
ぎ
た
後
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
使

え
な
い
た
め
、
契
約
か
ら
の
離
脱
を
図
る
に
は
、
別
の
手
段
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

552

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
一
年
〔
一
九
七
六
年
〕
政
令
第
二
九
五
号
）
一
二
条
お
よ
び
別
表
第
四
の
第
一
欄
。

553

M
ed
icu
s,
a
.a
.O
.
(F
n
.
196),

S
.
524;

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
205f.

554

平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
法
律
第
五
三
号
。

555

長
尾
﹇
編
﹈・
前
掲
注
（
549
）
一
二
四
頁
〔
増
成
牧
執
筆
〕
参
照
。

556

長
尾
﹇
編
﹈・
前
掲
注
（
549
）
一
〇
九
頁
﹇
中
田
邦
博
執
筆
﹈。

557

将
来
の
不
確
実
性
の
な
い
契
約
な
ど
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
不
確
実
性
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
当
該
取
引
社
会
に
お
け
る
具
体
的
要
因
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
に
有
意
な
意

思
形
成
過
程
へ
の
影
響
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
契
約
形
態
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
的
規
定
の
対
象
と
な
る
か
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
抱
え
る
具
体
的
な
消
費
者
問
題
に
（
理
論
的
に
も

）
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
我
が
国
に
存
在
し
て
も
ド
イ
ツ
に
は
存
在

せ
ず
（
た
と
え
ば
、
連
鎖
販
売
取
引
や
業
務
提
供
誘
因
販
売
取
引
）、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
に
存
在
し
て
も
日
本
に
は
存
在
し
な
い
（
た
と
え
ば
、
一
時
的
居
住

権
契
約
）
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
型
が
存
在
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
ま
た
、
問
題
が
生
じ
や
す
い
取
引
に
つ
い
て
、
規
制
の
中
で
行
な
わ
れ
る
こ

と
を
許
容
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
取
引
自
体
を
禁
止
し
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
規
制
方
法
の
在
り
方
も
、
各
国
で
異
な
り
得
る
。
こ
の
点
、
電
話
勧
誘
取

引
に
つ
い
て
前
掲
注
（
549
）
参
照
。
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558

昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）
法
律
第
一
五
九
号
。
同
法
は
、
前
掲
注
（
540
）
の
法
律
に
よ
っ
て
大
幅
な
改
正
を
被
っ
た
。
以
前
ま
で
は
、「
割
賦
購
入
あ
っ

せ
ん
」と
し
て
分
割
払
い
を
前
提
と
し
て
い
た
も
の
を
、
一
括
払
い
で
あ
っ
て
も
二
ヶ
月
以
上
の
与
信
で
あ
れ
ば
、
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
も
、

「
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
」
と
改
め
る
な
ど
、
規
制
の
充
実
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
割
賦
販
売
（
割
賦
販
売
法
四
条
の
四
）、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
（
同

法
二
九
条
の
三
の
三
）
お
よ
び
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
（
三
〇
条
の
二
の
三
）
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
削
除
さ
れ
て
、
こ
れ
に
替
え
て
、
本
文
に
あ

る
通
り
、
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
に
つ
き
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
旧
規
定
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
う
ち
前
二
者
は
、
販

売
契
約
を
対
象
と
し
て
お
り
、
営
業
所
以
外
で
の
取
引
を
前
提
と
し
て
い
た
従
来
の
対
象
取
引
は
割
賦
販
売
で
あ
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
全
面
的
に
特
定

商
取
引
法
に
お
け
る
訪
問
販
売
取
引
と
し
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
特
定
商
取
引
法
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
前
二
者
の
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
は
、
固
有
の
適
用
領
域
を
失
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
お
け
る
販
売
契
約
も
同
様
で
あ
る
。
本
改
正
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

松
田
洋
平
ほ
か
「『
割
賦
販
売
法
』
改
正
の
概
要
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
八
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
五
頁
以
下
、
小
山
綾
子
「
割
賦
販
売
法
の
改
正
の
概
要
」
銀
法
六

九
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
五
頁
以
下
、
現
代
消
費
者
法
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）「
特
集
・
改
正
特
商
法
・
割
販
法
」
所
収
の
諸
論
稿
な
ど
を
参
照
。

559

統
一
消
費
者
信
用
法
要
綱
案
（
二
〇
〇
三
年
八
月
二
一
日
）
一
一
頁
以
下
。

560

昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
年
）
法
律
第
一
七
六
号
。

561

山
本
進
一
「
不
動
産
売
買
と
消
費
者
保
護
」『
現
代
契
約
法
大
系

第
３
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
三
五
八
頁
以
下
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て

は
特
に
三
七
一
頁
以
下
。

562

諸
外
国
に
お
い
て
、
不
動
産
取
引
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
が
一
般
に
公
正
証
書
等
に
よ
る
べ
し
と
す
る
な
ど
の
比
較
的

厳
し
い
方
式
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
不
動
産
取
引
は
、
勧
誘
の
開
始
か
ら
契
約
締
結
ま
で
比
較
的
長
期
に
亘
る
こ
と
が
通
常
で

あ
る
点
に
も
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

563

昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
年
）
法
律
第
二
五
号
。
か
つ
て
の
証
券
取
引
法
で
あ
る
。

564

昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
年
）
法
律
第
六
五
号
。

565

昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
年
）
法
律
第
六
二
号
。

566

い
わ
ゆ
る
現
物
ま
が
い
商
法
が
こ
こ
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
類
型
と
は
若
干
性
格
が
異
な
る
。

567

平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
法
律
第
六
六
号
。

568

平
成
六
年
（
一
九
九
四
年
）
法
律
第
七
七
号
。

569

投
資
性
の
高
い
信
託
取
引
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
ら
れ
た
も
の
（
信
託
業
法
施
行
規
則
〔
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
年
）
内
閣
府
令
第
一
〇
七
号
〕
三
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〇
条
の
二
第
一
項
各
号
所
定
の
信
託
契
約
以
外
の
信
託
契
約
）
を
い
う
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
の
小
口
債
権
販
売
契
約
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
規
定

（
特
定
債
権
等
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
〔
平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
法
律
第
七
七
号
〕
五
九
条
。
同
法
は
信
託
業
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
〔
信

託
業
法
附
則
第
二
条
〕。）
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

570

平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
年
）
法
律
第
一
五
四
号
。

571

近
藤
ほ
か
・
前
掲
注
（
546
）
一
八
頁
以
下
が
、
こ
の
点
を
簡
潔
に
説
明
す
る
。

572

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
〇
年
政
令
三
二
一
号
）
一
六
条
の
三
。

573

昭
和
六
一
年
法
律
第
七
四
号
。
金
融
商
品
取
引
法
に
統
合
さ
れ
た
た
め
、
廃
止
さ
れ
た
。

574

同
条
の
採
用
し
て
い
る
法
律
構
成
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
25
）
参
照
。

575

そ
の
意
味
は
、
前
掲
注
（
55
）
参
照
。

576

平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）
法
律
第
一
〇
五
号
。

577

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
〔
一
九
九
五
年
〕
政
令
第
四
二
五
号
）
四
五
条
。

578

我
が
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
特
徴
は
、
あ
る
一
定
の
悪
徳
商
法
が
問
題
に
な
る
ご
と
に
、
そ
の
取
引
形
態
に
限
定
し
て
対
策
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
（「
火
消
し
立
法
」）。
そ
の
た
め
か
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
は
、
そ
も
そ
も
か
な
り
い
か
が
わ
し
い
・
詐
欺
的
な
取
引
形
態

が
含
ま
れ
て
い
る
。

579

こ
れ
に
対
し
て
、
制
限
行
為
能
力
制
度
と
の
類
似
性
を
説
く
の
が
、
河
上
・
前
掲
注
（
７
）（
さ
ら
に
、「
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
に
よ
っ
て
熟
慮
の
時
間
が
与
え

ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
顧
客
が
や
っ
と
冷
静
で
合
理
的
判
断
が
可
能
に
な
る
の
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
判
断
力
の
衰
え
た
人
間
に
後
見
人
を
つ
け
て
、
そ

の
判
断
を
支
え
て
も
ら
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
時
間
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
通
常
の
判
断
力
が
回
復
す
る
と
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い

か
」
と
す
る
加
藤
新
太
郎
／
加
藤
雅
信
／
河
上
正
二
「
約
款
論
の
意
味
と
基
礎
」
加
藤
雅
信
／
加
藤
新
太
郎
﹇
編
著
﹈『
現
代
民
法
学
と
実
務
（
中
）
｜

気

鋭
の
学
者
た
ち
の
研
究
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
歩
く
｜

』〔
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
八
年
（
初
出：

二
〇
〇
五
年
）〕
二
一
五
頁
﹇
河
上
正
二
発
言
﹈）
で

あ
る
。

580

竹
内
昭
夫
﹇
編
﹈『
改
正
割
賦
販
売
法
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
九
頁
﹇
竹
内
昭
夫
執
筆
﹈。

581

「
解
除
権
か
、
取
消
権
か
」と
い
う
問
題
は
、
体
系
上
の
説
明
の
論
理
一
貫
性
を
除
け
ば
、
遡
及
効
の
有
無
が
主
な
問
題
と
な
る
が
、
肝
心
の
そ
の
点
が
、
ド

イ
ツ
と
我
が
国
と
で
は
や
や
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
解
除
の
効
果
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
い
わ
ゆ
る
原
契
約
変
容
説
が
確
固
た
る
地
位

を
占
め
て
い
る
が
、
我
が
国
で
は
い
わ
ゆ
る
直
接
効
果
説
が
通
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
点
で
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
解
除
と
解
そ
う
が
取
消
し
と
解
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そ
う
が
、
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
変
わ
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
我
が
国
の
通
説
に
も
当
然
、
異
論
の
余
地
は
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
（
広
中
・
前
掲
注
（
６
）
三
五
二
頁
等
）

あ
る
い
は
原
契
約
変
容
説
（
山
中
康
雄
「
解
除
の
効
果
」
谷
口
知
平
／
有
泉
亨
﹇
編
﹈『
総
合
判
例
研
究
叢
書

民
法
（
10
）』〔
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
〕
一

五
二
頁
以
下
、
四
宮
和
夫
『
請
求
権
競
合
論
』〔
一
粒
社
、
一
九
七
八
年
〔
初
出
、
一
九
七
三
〜
七
七
年
〕〕
二
〇
一
頁
以
下
、
特
に
二
〇
七
頁
以
下
等
）
が

妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

582

た
だ
し
、
具
体
的
な
解
釈
論
上
の
相
違
が
出
そ
う
な
の
は
、
撤
回
権
の
処
分
可
能
性
の
議
論
に
つ
い
て
で
あ
る
（
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注

（
28
）
参
照
）。
本
稿
の
よ
う
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
法
理
論
的
に
も
詐
欺
・
強
迫
に
近
い
も
の
と
考
え
、
そ
の
効
果
も
類
似
の
も
の
と
す
る
場
合
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
権
の
処
分
可
能
性
が
問
題
と
な
る
場
面
に
つ
い
て
は
、
詐
欺
・
強
迫
の
場
合
に
お
け
る
取
消
可
能
性
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
て
よ
く
、
そ
の
限

り
で
は
、
特
別
な
問
題
が
存
在
し
な
い
（
詐
欺
・
強
迫
の
場
合
と
同
じ
に
考
え
て
よ
い
。）
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

583

こ
の
点
、
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
年
）
三
月
二
八
日
判
タ
一
二
七
六
号
三
二
三
頁
が
興
味
深
い
。

584

た
と
え
ば
、
加
藤
ほ
か
・
前
掲
注
（
579
）
二
五
一
頁
﹇
加
藤
新
太
郎
発
言
﹈
は
、「
解
釈
に
よ
る
あ
ら
た
な
無
効
・
取
消
原
因
の
創
設
」
に
否
定
的
な
態
度
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
加
賀
山
茂
「
錯
誤
に
お
け
る
民
法
九
三
条
但
書
、
九
六
条
二
項
の
類
推
解
釈
｜

重
過
失
に
よ
る
錯
誤
、
動
機
の
錯
誤
に
お
け
る
相

手
方
悪
意
の
場
合
の
表
意
者
の
保
護
の
法
理
｜

」
阪
法
三
九
巻
三＝

四
号
（
一
九
九
〇
年
）
七
一
八
頁
は
、
解
釈
に
よ
る
新
た
な
取
消
原
因
の
創
設
は
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
「
懸
念
」
し
て
、
動
機
の
錯
誤
に
つ
い
て
「
無
効
」
の
法
的
効
果
を
付
与
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
広
中
俊
雄
「
動
機
の
錯
誤
に
つ

い
て
」『
民
事
法
の
諸
問
題
（
広
中
俊
雄
著
作
集
４
）』（
創
文
社
、
一
九
九
四
年
〔
初
出
、
一
九
九
一
年
〕）
四
六
二
頁
以
下
は
、
取
消
し
も
無
効
も
同
様
で

あ
り
、
加
賀
山
教
授
の
懸
念
は
「
杞
憂
」
で
あ
る
と
し
て
、
動
機
の
錯
誤
の
法
的
効
果
を
「
取
消
し
」
だ
と
す
る
。
本
文
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
筆
者
は
、

広
中
教
授
の
立
場
に
立
つ
。

585

「
類
推
に
よ
っ
て
例
外
規
定
が
一
般
原
理
に
高
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
方
法
論
上
確
立
し
た
原
則
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三

章
第
一
節
四
⑴
ａ
aa
の
判
例
参
照
。）。
し
か
し
、
こ
の
原
則
に
よ
っ
て
も
類
推
自
体
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

586

こ
の
指
摘
は
、
大
村
・
前
掲
注
（
２
）
八
六
頁
に
見
ら
れ
る
。

587

こ
の
よ
う
な
評
価
は
前
章
ま
で
で
検
討
し
た
ド
イ
ツ
法
の
考
察
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
方
法
論
が
そ
の
ま
ま
日
本
法
に
妥
当
す
る

か
と
い
う
と
、
疑
問
の
余
地
な
し
と
し
な
い
。
前
章
ま
で
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
類
推
の
前
提
と
し
て
の
「
想
定
に
反
す
る
欠
缺
」
の
有
無
を

判
断
す
る
際
に
は
、
立
法
者
の
意
図
を
重
視
し
て
い
る
が
、
我
が
国
で
は
、
立
法
内
容
が
妥
協
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
結
果
、
立
法
者
の
意

図
を
重
視
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
類
推
の
余
地
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
立
法
を
要
請
す
る
現
実
的
問
題
が
存
在
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
最
小
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限
の
立
法
の
み
が
な
さ
れ
る
と
い
う
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
方
法
論
的
態
度
を
採
る
と
司
法
的
継
続
形
成
に
よ
る
問
題
解
決
の
道
を
途
絶
す
る
こ

と
に
な
り
、
妥
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

588

脆
弱
性
の
判
断
は
、
既
存
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
類
型
と
の
類
比
に
よ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

589

類
推
適
用
に
お
け
る
脱
法
排
除
機
能
に
つ
い
て
は
、
大
村
敦
志
「『
脱
法
行
為
』
と
強
行
規
定
の
適
用
」『
生
活
民
法
研
究

契
約
法
か
ら
消
費
者
法
へ
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
〔
初
出：

一
九
九
一
年
〕）
一
五
〇
頁
以
下
（
大
村
教
授
が
「
変
性
行
為
」
と
呼
ぶ
も
の
）
参
照
。

590

こ
の
点
、
桑
岡
・
前
掲
注
（
452
）
五
五
頁
参
照
。

591

詳
細
な
立
法
論
を
展
開
す
る
に
は
、
他
の
保
護
制
度
と
の
関
係
や
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
規
制
手
段
と
し
て
の
効
率
性
・
実
効
性
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

P
a
m
ela R

ek
a
iti /R

o
g
er v

a
n d

en B
erg

h
,
C
o
o
lin
g
-O
ff P

erio
d
s in th

e C
o
n
su
m
er L

a
w
s o
f th

e E
C
 
M
em
b
er S

ta
tes.

A
 
C
o
m
p
a
ra
tiv
e

 
L
a
w
 
a
n
d E

co
n
o
m
ics A

p
p
ro
a
ch
,
23 ［

2000 ］
Jo
u
rn
a
l o
f C

o
n
su
m
er P

o
licy 371 ）

な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
前
者
に
つ
い
て
は

後
述
の
保
証
契
約
、
後
者
に
つ
い
て
は
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。

592

か
つ
て
日
本
共
産
党
の
議
員
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
〔
第
一
四
六
回
（
臨
時
会
）

衆
法
第
一
二
号
〕
に
お
け
る
一
七
条
の
二
第
二
項
。
平
野
裕
之
「
保
証
規
定
の
改
正
に
つ
い
て
」
法
教
二
九
四
号
〔
二
〇
〇
五
年
〕
一
七
頁
注
（
１
）
参
照
。）。

そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
提
案
者
の
佐
々
木
憲
昭
議
員
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る：

「
こ
れ
は
、
熟
慮
期
間
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
被

害
の
実
態
を
見
ま
す
と
、
そ
れ
ほ
ど
借
り
る
必
要
は
な
い
の
に
無
理
や
り
押
し
つ
け
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
が
大
変
多
い
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
私
が
当
委
員
会
で
紹
介
し
ま
し
た
日
栄
の
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
集
も
そ
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
ま
し
て
、
う
っ
か
り
契
約
は
結
ん
で
し
ま
っ

た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
よ
く
考
え
て
み
る
と
や
め
た
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
事
例
も
少
な
く
な
い
わ
け
で
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
八
日
以
内
な
ら
契

約
の
取
り
消
し
を
可
能
に
す
る
と
い
う
規
定
が
必
要
で
は
な
い
か
。」（
第
一
四
六
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
事
録
第
八
号
〔
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九

年
）
一
二
月
七
日
〕）、
と
。
も
っ
と
も
、
保
証
人
保
護
の
拡
充
の
観
点
か
ら
は
、
た
と
え
ば
、
通
信
教
育
受
講
者
保
護
法
の
よ
う
に
撤
回
権
と
解
除
権
を
併

せ
て
用
意
す
る
こ
と
が
、
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
経
営
者
に
よ
る
保
証
に
関
し
て
は
、
保
証
契
約
の
締
結
の
局
面
を
問
題
に
す
る
よ

り
は
、
そ
の
保
証
に
よ
る
負
担
が
過
度
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
手
当
て
（
契
約
内
容
や
履
行
の
局
面
で
の
手
当
て
）
が
、
よ
り
相
応
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
（
こ
の
点
、
上
記
共
産
党
案
は
、
一
三
条
二
項
等
に
お
い
て
そ
の
手
当
て
を
行
な
っ
て
い
る
。）。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
に

お
け
る
比
例
原
則
で
あ
る
（
同
原
則
に
つ
い
て
は
、
大
沢
慎
太
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
証
人
保
護
に
関
す
る
法
律
の
生
成
と
展
開
（
１
）」
比
較
法
学
四

二
巻
二
号
八
三
頁
以
下
、
同
「
同
（
２
・
完
）」
比
較
法
学
四
二
巻
三
号
〔
二
〇
〇
九
年
〕
六
四
頁
以
下
）。
な
お
、
こ
の
法
案
は
、
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
に

て
否
決
さ
れ
（
上
記
大
蔵
委
員
会
議
事
録
）、
一
二
月
九
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
も
否
決
さ
れ
た
（
第
一
四
六
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
議
事
録
第
九
号

北研46(4・ )117 801

消費者保護法規による意思表示法の実質化⑸・完



〔
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
年
）
一
二
月
九
日
〕）。
ま
た
、
保
証
人
保
護
の
観
点
か
ら
み
て
も
主
債
務
者
が
過
大
な
負
債
を
負
わ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

こ
ろ
、
保
証
人
保
護
と
債
務
者
保
護
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
、
大
沢
慎
太
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
金
融
機
関
の
融
資
取
引
に
関
す

る
義
務
と
責
任
（
１
）」
早
法
八
五
巻
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
頁
以
下
が
指
摘
す
る
。

593

具
体
的
に
は
、
保
証
契
約
に
お
い
て
消
費
者
信
用
法
の
適
用
ま
た
は
類
推
適
用
は
可
能
か
が
問
題
と
な
っ
た
議
論
が
、
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

594

も
っ
と
も
、
私
法
上
の
手
立
て
と
並
ん
で
、
中
小
企
業
へ
の
金
融
を
支
援
す
る
行
政
上
の
手
段
の
一
層
の
整
備
・
改
善
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
広
中
・
前
掲
注
（
６
）
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

595

今
般
の
貸
金
業
法
の
改
正
へ
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
野
村
修
也
「
貸
金
業
規
制
の
行
方
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
頁
以
下
参
照
。

596

こ
の
点
と
も
関
連
す
る
統
一
消
費
者
信
用
法
制
定
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
日
弁
連
の
「
統
一
消
費
者
信
用
法
要
綱
案
」
参
照
。
同
要
綱
案
は
、
販
売
信
用
（
ク

レ
ジ
ッ
ト
契
約
）
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
導
入
を
要
求
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
（
一
一
頁
以
下
）。

597

L
o
ren

z

の
よ
う
に
状
況
関
連
型
の
撤
回
権
に
は
一
定
の
理
解
は
示
し
て
も
、
消
費
者
信
用
に
お
け
る
撤
回
権
に
は
疑
問
を
呈
す
る
見
解
も
存
在
す
る
こ
と

は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
前
掲
注
（
596
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
日
弁
連
の
統
一
消
費
者
信
用
法
要
綱
案
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
も
そ
こ
ま

で
は
及
ん
で
い
な
い
。
た
だ
し
、
丸
山
・
前
掲
注
（
40
）
一
一
二
頁
は
、「
導
入
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
す
る
。

598

た
だ
し
、
こ
の
規
制
の
附
随
的
効
果
を
含
め
た
全
体
的
評
価
は
、
こ
こ
で
は
控
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

599

つ
ま
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
実
態
調
査
等
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
上
で
立
法
論
的
な
導
入
の
可
否
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
当
然
、
本
稿

で
は
、
そ
の
よ
う
な
調
査
を
踏
ま
え
た
上
で
の
検
討
は
能
く
な
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

600

こ
こ
で
も
基
本
的
に
前
掲
注
（
592
）
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
の
で
、
同
注
参
照
。

601

平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
法
律
第
一
二
八
号
。

602

「『
今
後
の
労
働
契
約
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
』
中
間
取
り
ま
と
め
」（
平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
）
四
四
頁
以
下
、
同
「
報
告
書
」（
平
成
一
七
年

九
月
一
五
日
）
六
五
頁
（
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
よ
り
）。
連
合
も
「
連
合
・
労
働
契
約
法
案
要
綱
骨
子
（
案
）」（
二
〇
〇
六
年
六
月
一
五
日
）
二
三
⑵
に
お
い
て

「
労
働
者
が
使
用
者
に
対
し
労
働
契
約
の
終
了
の
申
込
を
行
い
、
使
用
者
が
こ
の
申
込
に
承
諾
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
で
も
、
労
働
者
は
使
用
者
の
承
諾
か

ら
一
週
間
以
内
で
あ
れ
ば
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
に
申
込
の
撤
回
が
で
き
る
こ
と
。」
を
提
案
す
る
（
連
合
Ｈ
Ｐ
よ
り
）。

603

Z
o
lln
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.
216),

S
.
116

い
う
と
こ
ろ
の
〞A

p
ril-A

p
ril-S

y
n
d
ro
m

〝
で
あ
る
。

604

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

344.

605

契
約
信
義
や
法
的
安
定
性
が
、
契
約
の
拘
束
力
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
はL

o
ren

z,
a
.a
.O
.(F

n
.
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190),
S
.
32ff.

参
照
。

606

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
事
業
者
側
の
何
ら
か
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
に
乗
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
度
で
は
〞
影
響
を
受
け
て
い
な
い＝

自
由
な
〝意
思
の
形
成
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。R

eich

が
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
も

の
ま
で
規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
そ
の
背
後
に
「
客
観
的
に
正
し
い
内
容
を
持
つ
契
約
」
と
い
う
観
念
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
何
が
正
し
い
契
約

な
の
か
は
個
人
が
決
め
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
我
々
の
社
会
の
基
本
的
原
理
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
（
河
上
正
二
「
契
約
の
成
否
と
同
意
の
範
囲
に
つ
い

て
の
序
論
的
考
察
（
２
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
七
〇
号
〔
一
九
九
一
年
〕
四
九
頁
、
山
本
敬
三
「
民
法
に
お
け
る
『
合
意
の
瑕
疵
』
論
の
展
開
と
そ
の
検
討
」
棚
瀬
孝

雄
﹇
編
﹈『
契
約
法
理
と
契
約
慣
行
』〔
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
〕
一
八
二
頁
参
照
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
決
定
自
由
の
侵
害
を
語
る
見
解
の
ほ
か
に
、
最
近
で
は
別
の
観
点
か
ら
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
た
決
定
自
由
の
侵

害
が
存
在
す
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
い
わ
ゆ
る
数
量
制
限
カ
ル
テ
ル
が
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
損
害
を
消
費
者
に

も
た
ら
す
の
か
を
経
済
学
的
に
検
討
す
る
中
で
、
カ
ル
テ
ル
に
よ
る
或
る
財
の
価
格
の
上
昇
に
よ
っ
て
消
費
者
の
「
選
択
の
自
由
」
が
制
約
さ
れ
て
い
る
点

を
、
伝
統
的
意
思
表
示
理
論
で
は
捉
え
き
れ
な
い
消
費
者
の
決
定
自
由
の
侵
害
と
捉
え
て
い
る（
山
本
顕
治「
競
争
秩
序
と
契
約
法
｜
『
厚
生

対

権
利
』

の
一
局
面
｜

」
神
戸
法
学
雑
誌
五
六
巻
三
号
〔
二
〇
〇
六
年
〕
一
五
一
頁
以
下
）。
決
定
自
由
に
対
す
る
法
的
に
有
意
な
侵
害
を
多
角
的
に
捉
え
よ
う
と
す

る
点
に
お
い
て
本
稿
に
と
っ
て
も
示
唆
的
な
見
解
で
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
消
費
者
の
決
定
自
由
の
侵
害
を
法
律
行
為
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、

競
争
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
捉
え
る
に
と
ど
め
る
べ
き
な
の
か
は
、
俄
か
に
は
判
断
し
が
た
い
。

607

さ
ら
に
、
民
法
典
が
ひ
と
つ
の
原
理
に
貫
か
れ
て
い
る
必
然
性
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
池
田
清
治
「
コ
メ
ン
ト
｜

消
費
者
法
の
独
自
性
と
実
効

性
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
六
頁
以
下
が
、
そ
も
そ
も
民
法
自
体
に
そ
れ
ほ
ど
統
一
的
な
原
理
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
あ
る

べ
き
な
の
か
疑
問
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

608

こ
の
場
合
、「
ひ
と
つ
の
原
理
、
ふ
た
つ
の
法
典
」
と
い
う
形
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

609

と
は
い
え
、
消
費
者
法
典
を
制
定
し
、
そ
こ
に
消
費
者
法
を
集
約
す
る
と
い
う
の
も
あ
り
う
る
手
段
で
あ
り
、
現
に
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
法

典
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
体
系
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
民
法
統
合
論
に
対
す
る
代
替
選
択
肢
と
し
て
は
、
説
得

力
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

610

こ
の
点
は
、
既
に
河
上
正
二
「
民
法
に
お
け
る
『
消
費
者
』
の
位
置
」
現
代
消
費
者
法
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
七
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

611

こ
の
点
は
、
既
に
、
古
典
的
な
私
的
自
治
が
前
提
と
し
て
い
た
の
が
自
権
者
た
る
家
長
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
村
上
淳
一『
ド
イ
ツ
市
民
法
史
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
八
頁
以
下
、
吉
田
克
己
『
現
代
市
民
社
会
と
民
法
学
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）
一
二
六
頁
以
下
な
ど
。
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612

で
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
意
思
表
示
法
上
の
制
度
で
あ
る
と
理
解
し
、
さ
ら
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
五
五
条
の
よ
う
な
）
何
ら

か
の
原
則
的
規
定
を
設
け
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
民
法
典
の
中
に
統
合
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
民
法
一
二
〇
条
な
い
し
一
二
六
条
の
取
消
し
に
関
す
る
諸
規
定
の
後
ろ
に
、
一
二
六
条
の
二
以
下
の
形
で
規
定
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
、
契
約
総
則
に
置
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
取
消
類
似
の
契
約
解
消
権
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
に
は
、
取
消
し
の
規
定
の
近
く

に
規
定
を
設
け
る
ほ
う
が
適
切
だ
ろ
う
。）。
も
っ
と
も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
主
と
し
て
消
費
者
契
約
に
お
け
る
制
度
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
消
費
者
契

約
法
に
規
定
を
置
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
現
可
能
性
を
考
え
る
と
、
こ
ち
ら
の
方
が
有
望
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

613

平
成
一
六
年
法
律
第
四
四
号
に
よ
る
改
正
で
あ
る
。
上
記
改
正
に
関
し
て
は
、
野
村
豊
弘
「
特
定
商
取
引
法
の
意
義
と
課
題
」
国
民
生
活
三
四
巻
七
号
（
二

〇
〇
四
年
）
六
頁
以
下
。
上
記
取
消
権
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
雅
弘
「
悪
質
な
勧
誘
行
為
に
対
す
る
規
制
・
民
事
ル
ー
ル
の
強
化
｜

販
売
目
的
秘
匿
勧
誘
の

規
制
と
取
消
権
の
導
入
な
ど
｜

」
国
民
生
活
三
四
巻
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
頁
以
下
、
大
村
・
前
掲
注
（
２
）
九
八
頁
参
照
。

614

た
だ
、
同
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
の
保
護
目
的
に
関
わ
ら
ず
、
一
律
に
、
不
実
告
知
と
不
利
益
事
実
の
不
告
知
を
個
別
的
・
具
体
的
違
法
を
基
礎
付
け
る

行
為
態
様
と
し
て
い
る
が
、
心
理
的
脆
弱
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
類
型
に
つ
い
て
不
当
威
圧
型
の
行
為
態
様
に
基
づ
く
取
消
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、

こ
こ
で
主
張
す
る
救
済
手
段
の
重
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
に
な
る
。

615

こ
こ
で
の
意
思
表
示
理
論
の
分
析
は
、
大
村
・
前
掲
注
（
２
）
七
四
頁
以
下
に
よ
る
。

616

さ
し
当
た
っ
て
我
が
国
の
伝
統
的
意
思
表
示
理
論
と
は
、
我
妻
・
前
掲
注
（
287
）
二
三
九
頁
以
下
に
お
け
る
そ
れ
と
理
解
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
我
妻
博

士
の
意
思
表
示
理
論
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
比
べ
た
場
合
、
標
準
的
と
は
言
い
が
た
い
ほ
ど
表
示
主
義
に
傾
斜
し
て
い
る
の
も
確
か
だ
が
、
我
が
国
で
は
、

こ
の
よ
う
な
我
妻
理
論
に
基
づ
い
た
説
明
が
も
っ
と
普
及
し
て
い
る
こ
と
、
こ
こ
で
の
論
述
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
標
準
的
説
明
と
も
さ
ほ
ど

相
違
も
な
い
こ
と
か
ら
、
我
妻
理
論
を
伝
統
的
意
思
表
示
理
論
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

617

大
村
教
授
は
、
比
喩
的
に
い
え
ば
、「
情
報
処
理
モ
デ
ル
は
人
間
を
能
力
的
に
制
約
の
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
た
と
え
る
モ
デ
ル
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
人
間

の
肉
体
や
感
情
を
捨
象
し
て
い
る
。」
と
指
摘
す
る
（
前
掲
注
（
２
）
一
〇
〇
頁
）。

618

こ
の
点
は
、
伝
統
的
意
思
表
示
理
論
の
枠
組
み
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
登
場
す
る
動
機
の
錯
誤
を
原
則
と
し
て
顧
慮
す
る
見
解
や
そ
の
後
に
現
れ
る
情
報
提
供
義

務
論
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
夙
に
大
村
・
前
掲
注
（
２
）
七
三
頁
、
九
八
頁
以
下
。

619

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
着
想
の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
内
山
・
前
掲
注
（
473
）
六
四
頁
参
照
。

620

経
験
に
関
し
て
は
、
暴
利
行
為
に
よ
る
無
効
（
九
〇
条
）
が
そ
れ
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
お
り
、
従
来
の
法
律
行
為
法
に
と
っ
て
受
け
入
れ
不
能
な
ほ
ど
異
質
な

も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
こ
れ
に
よ
る
保
護
は
、
全
く
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
暴
利
行
為
で
捕
捉
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さ
れ
る
未
経
験
は
、
か
な
り
一
般
的
な
取
引
経
験
の
不
足
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
き
、
大
村
敦
志
『
公
序
良
俗
と
契
約
正
義
』〔
有
斐

閣
、
一
九
九
五
年
（
初
出：

一
九
八
七
年
）〕
二
一
六
頁
以
下
の
ほ
かL

a
ren

z /W
o
lf,

a
.a
.O
. ［

F
n
.
64 ］,

41
 
R
n
.
62,

S
.
750;

M
u
n
ch
K
o
m
/

A
rm
b
ru
ster,

5.A
u
fl.,

2006,
138 R

n
.
150;

E
rm
a
n
/H
ein
z P

a
lm
,
12.

A
u
fl.,

2008,
138 R

n
.
22)

。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
自
体
は
、
公
序
良

俗
に
基
づ
く
無
効
と
い
う
効
果
の
大
き
さ
か
ら
す
れ
ば
（R

ein
er,

A
cP
 
203

(2003),
1,
15ff.

に
お
け
る
四
段
階
モ
デ
ル
で
行
け
ば
、
第
二
段
階
と
い
う

か
な
り
前
の
段
階
に
位
置
す
る
。）、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
、
暴
利
行
為
法
理
を
法
律
行
為
法
に
お
い
て
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
自

体
、
従
来
の
法
律
行
為
法
の
変
容
を
示
す
自
体
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
大
村
・
前
掲
注
（
２
）
一
一
三
頁
以
下
）。

621

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
伝
統
的
な
意
思
表
示
理
論
で
は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
意
思
表
示
理
論
は
、
意
思
表
示
の
過
程
を

出
来
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
に
切
り
詰
め
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
自
体
は
、
複
雑
性
の
縮
減
と
い
う
意
味
で
合
理
的
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
、
切
り
詰
め
す
ぎ
に
な
っ
て
お
り
、
却
っ
て
シ
ス
テ
ム
外
に
存
在
す
る
複
雑
性
を
増
大
さ
せ
る
結
果
に
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
。

622

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
考
慮
し
理
論
化
す
る
と
い
っ
て
も
、
当
然
に
こ
れ
ら
の
事
情
が
意
思
表
示
あ
る
い
は
法
律
行
為
の

無
効
・
取
消
し
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、「
評
価
の
錯
誤
」
を
当
然
に
顧
慮
し
よ
う
と
い
う
主
張
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
錯
誤
は
、
特
別
な
場

合
に
は
す
で
に
日
本
法
に
お
い
て
も
顧
慮
さ
れ
て
い
る
し
（
評
価
に
つ
い
て
の
欺

や
消
費
者
契
約
法
四
条
一
項
二
号
の
断
定
的
判
断
の
提
供
。
前
者
に
つ

い
て
は
、
我
妻
・
前
掲
注
（
287
）
三
〇
九
頁
参
照
）、
そ
の
基
本
的
枠
組
み
自
体
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
内
山
敏
和
「
オ
ラ
ン
ダ
法

律
行
為
法
の
現
代
化
」
早
稲
田
法
学
会
誌
五
八
巻
二
号
〔
二
〇
〇
八
年
〕
一
二
七
頁
以
下
参
照
）。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
理
論
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
に
過

ぎ
な
い
。

623

も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
強
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
意
思
表
示
法
上
の
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
な
く
と
も
、
あ
る
程
度
は
導
出
さ
れ
う
る
結
論
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
我
々
の
法
秩
序
の
中
に
一
定
の
価
値
判
断
を
伴
い
つ
つ
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
従
来
の
法
秩
序
全
体
に
影
響
を
及

ぼ
す
か
ら
で
あ
る
（
と
り
わ
け
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
一
般
私
法
上
の
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
原
則
と
し
て
当
然
に
そ
う

な
る
。）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
広
中
・
前
掲
注
（
３
）
七
〇
頁
及
び
実
例
を
挙
げ
て
示
し
て
い
る
同
・
前
掲
注
（
173
）
二
七
頁
以
下
、
特
に

三
二
頁
以
下
参
照
。

624

四
宮
／
能
見
・
前
掲
注
（
287
）
二
一
三
頁
は
、「
状
況
の
濫
用
」
や
経
済
的
威
迫
な
ど
の
諸
外
国
の
制
度
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
問
題
の
行
為
が
「
独
禁

法
や
下
請
代
金
支
払
遅
延
防
止
法
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
の
私
法
的
な
救
済
法
理
と
し
て
、
強
迫
法
理
を
拡
張
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」

と
指
摘
す
る
。

北研46(4・ )121 805

消費者保護法規による意思表示法の実質化⑸・完



625

暴
利
行
為
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
大
村
・
前
掲
注
（
620
）、
と
り
わ
け
日
本
法
の
解
釈
に
つ
い
て
は
二
七
三
頁
以
下
参
照
。

626

概
略
に
つ
い
て
は
、
不
十
分
な
が
ら
内
山
・
前
掲
注
（
622
）
一
二
三
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
内
山
・
前
掲
注
（
541
）
四
四
五
頁
以
下
は
、
同
法
理
に
つ
い
て

詳
し
い
検
討
を
予
定
し
て
い
る
。

627

森
田
宏
樹
「『
合
意
の
瑕
疵
』
の
構
造
と
そ
の
拡
張
理
論
（
３
・
完
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
四
号
（
一
九
九
一
年
）
五
六
頁
以
下
は
、
強
迫
お
よ
び
そ
の
拡
張
に
お

い
て
は
、
契
約
内
容
の
不
当
性
が
満
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
見
る
の
は
行
き
過
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

内
容
の
不
当
性
は
、
相
手
方
の
行
為
態
様
の
違
法
性
を
判
断
す
る
一
資
料
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

628

同
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る：

「
一
方
当
事
者
が
必
要
性
又
は
従
属
性
に
突
き
動
か
さ
れ
て
義
務
を
引
受
け
る
場
合
、
他
方
当
事
者
が
こ
の
脆
弱
な
状
況
（situ

a
tio
n d

e fa
ib
lesse

）
に
つ

け
込
み
、
そ
の
約
定
か
ら
明
ら
か
に
過
大
な
利
益
を
得
る
と
き
、
同
じ
く
強
迫
が
存
在
す
る
。

脆
弱
な
状
況
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
被
る
当
事
者
の
脆
弱
性
、
当
事
者
の
従
前
の
関
係
ま
た
は
経
済
的
不
均
衡
を
考
慮
し
て
、
諸
事
情
の
全
体
に
基
づ
い
て

推
定
さ
れ
る
。」（p

.
73

）

た
だ
し
、
条
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
実
質
は
暴
利
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
で
はM

u
n
ch
K
o
m
m
/K
ra
m
er,

4.
A
u
fl.,

123 R
n
.
52,

F
n
.
315

に
お
い
て
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
債
務
法
改
正
草
案
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

629

選
択
肢
如
何
で
は
、
問
題
が
欠
缺
補
充
と
し
て
の
解
釈
論
か
ら
立
法
論
へ
と
移
行
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
う
る
。

630

フ
ラ
ン
ス
法
に
関
連
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
こ
の
問
題
が
暴
利
行
為
法
理
に
よ
っ
て
解
決
可
能
な
の
か
、
ま
た
は
暴
利
行
為
法
理
と
（
と
り
わ
け
オ
ラ

ン
ダ
の
）
状
況
の
濫
用
の
異
同
は
ど
の
点
に
求
め
ら
れ
る
の
か
、
で
あ
る
。

631

不
法
行
為
法
的
救
済
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
内
山
・
前
掲
注
（
473
）
は
、
時
間
的
圧
迫
と
い
う
観
点
か
ら
契
約
交
渉
過
程
に
お
け
る
当
事
者
の
交
渉
環
境

の
整
備
を
問
題
と
す
る
。

632

具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
、
内
山
・
前
掲
注
（
１
）
法
研
論
集
一
一
九
号
一
一
頁
が
、
詐
欺
の
客
観
面
に
関
し
て
の
み
で
あ
る
が
、
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て

い
る
。

633

我
が
国
の
判
例
で
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
点
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
内
山
・
前
掲
注
（
１
）
法
研
論
集
一
一
九
号
四
頁
及
び
一
九
頁
注
（
394
）
参
照
。

ド
イ
ツ
で
は
そ
れ
ほ
ど
契
約
対
象
の
複
雑
性
と
情
報
提
供
義
務
の
関
係
は
指
摘
さ
れ
な
い
が
、日
本
に
も
ド
イ
ツ
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

そ
の
よ
う
な
指
摘
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、G

H
E
S
T
IN
,
su
rp
ra n

o
te 28,

n
648,

p
.
625

な
ど
。

634

内
山
・
前
掲
注
（
473
）
が
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
大
ま
か
な
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、（
実
用
に
耐
え
う
る
）
具
体
的
な
要
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論 説



件
論
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

635

前
述
第
３
章
第
２
節
２
⑶
乃
至
⑸
参
照
。

636

こ
の
作
業
は
、
前
掲
注
（
467
）
で
予
告
し
た
考
察
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

637

こ
の
点
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
い
た
の
が
、
す
で
に
見
たZ

o
lln
er

の
見
解
で
あ
っ
た
。
彼
の
い
うA

p
ril-A

p
ril S

y
d
ro
m

と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
文

脈
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
印
象
的
で
あ
る
。

638

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
の
糧
を
近
代
が
振
り
払
っ
た
も
の
か
ら
得
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
（
大
村
敦
志
「
九
〇
年
代
日
本

の
契
約
法
学
」
同
『
法
典
・
教
育
・
民
法
学
｜

民
法
総
論
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
〔
初
出
、
一
九
九
四
年
〕）
二
〇
九
頁
参
照
）。
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消費者保護法規による意思表示法の実質化⑸・完


