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第
一
章

序

わ
が
国
に
お
い
て
、
学
説
は
従
来
よ
り
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
区
別
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
雇
用
・

労
働
契
約
に
お
い
て
、
工
場
が
焼
失
し
、
あ
る
い
は
、
資
材
が
中
絶
し
て
し
ま
い
、
た
め
に
操
業
が
で
き
な
い
と
か
(
い
わ
ゆ
る
休
業
の

場
合
)
、
医
師
が
患
者
を
手
術
す
べ
き
債
務
に
お
い
て
、
手
術
前
に
患
者
が
死
亡
し
、
こ
れ
に
よ
り
手
術
が
不
可
能
と
な
っ
た
、
と
い
う

よ
う
な
場
合
に
は
、
一
方
、
事
態
を
、
労
働
す
る
義
務
あ
る
い
は
患
者
を
手
術
す
る
義
務
に
つ
い
て
の
債
務
者
(
労
働
者
や
医
師
)
の
側

か
ら
眺
め
る
と
、
彼
は
履
行
不
能
の
状
態
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
、
こ
れ
を
債
権
者
の
側
(
使
用
者
や
患
者
の
方
の
側
)

か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
債
権
者
は
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
の
状
態
に
あ
る
、
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
学

説
は
、
従
来
よ
り
、
右
の
よ
う
な
事
態
を
履
行
不
能
と
評
価
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
受
領
不
能
と
し
て
の
受
領
遅
滞
と
い
う
べ

き
な
の
か
を
問
題
と
し
、
そ
の
た
め
に
こ
の
二
つ
の
区
別
を
(
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
を
〉
論
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ
も
そ
も
何
ゆ
え
に
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
と
の
区
別
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
多
く
の
学
説
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
危
険
負
担
の
問
題
と
関
連
し
て
重
要
な
意

義
を
持
っ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
工
場
の
焼
失
と
か
資
材
の
中
絶
、
あ
る
い
は
、
手
術
前
に
お
け
る
患
者
の
死
亡
と
い
っ
た
右
の
よ
う

な
事
態
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
そ
の
際
の
重
要
な
関
心
事
と
し
て
、
債
務
者
(
労
働
者
や
医
師
〉
の
側
の
報
酬
請
求
権
は
ど
の
よ
う
に
な

る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
が
、
多
数
の
学
説
は
、
も
し
右
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
、
そ
の
発
生
に
つ
き
債
権
者
の
側
に
帰
責
事

由
(
故
意
・
過
失
ま
た
は
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
事
由
)
が
な
い
場
合
に
は
、
か
か
る
事
態
が
履
行
不
能
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
債

務
者
は
対
価
・
報
酬
を
請
求
で
き
な
い
け
れ

E
も
(
民
法
五
三
六
条
一
項
)
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
で
あ
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
彼
は
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
前
提
に
立
つ
。
そ
こ
で
、
か
か
る
学
説
は
、
受
領
遅
滞
と
履
行



受領遅滞と履行不能の区別を諭す.る意味について(ー〉

不
能
の
区
別
・
境
界
づ
け
を
ど
の
よ
う
な
標
準
に
よ
っ
て
行
な
う
べ
き
か
を
論
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
を
基
に
し
て
、
事

態
は
受
領
遅
滞
で
あ
っ
て
債
務
者
は
報
酬
を
取
得
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
履
行
不
能
で
あ
っ
て
彼
は
そ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
か
、
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
今
日
の
通
説
は
、
右
の
よ
う
な
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
す
る
立
場
に
立
つ
。
そ
し
て
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
債
務
者
は
報
酬
を
請
求
で
き
る
(
債
権
者
の
側
に
報
酬
の
支
払
義
務
が
あ
る
〉
と
の
結
論
を
採
る
。
通
説
が
事
態
を
こ
の
よ
う
に

受
領
遅
滞
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
は
、
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
区
別
の
基
準
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
領
域
説
を
支
持
す
る
か
ら
で
あ
る
。

領
域
説
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
区
別
の
標
準
を
、
給
付
の
障
害
の
原
因
が
債
権
者
の
企
業
領
域
な
い
し
影

響
領
域
に
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
債
務
者
の
そ
れ
に
あ
る
か
に
お
き
、
債
権
者
の
領
域
に
あ
る
と
き
に
は
受
領
不
能
と
し
て
の
受
領
遅

滞
、
債
務
者
の
領
域
に
あ
る
と
き
に
は
履
行
不
能
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
通
説
の
立
場
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
か

つ
て
或
る
時
期
に
形
成
さ
れ
た
学
説
に
依
拠
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
、
あ
る
い
は
、
患
者
の
死
亡
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
に
生
ず
る
危
険
負
担
一
の
問
題
を
処
理
す

る
た
め
に
、
法
律
構
成
上
、
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
果
た
し
て
本
当
に
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
(
こ
の
疑
問
は
債
権

者
側
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
ま
た
、
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
も
生
ず
る
)
。
の
み
な
ら
ず
、
結
論
の
具
体

的
妥
当
性
の
見
地
か
ら
み
て
も
、
た
と
え
ば
、
患
者
が
手
術
前
に
死
亡
す
る
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
際
に
患
者
の
方
の

側
(
親
権
者
側
|
注
(
3
)

参
照
)
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
医
師
(
債
務
者
)
の
側
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
の

方
が
妥
当
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
、
危
険
負
担
の
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
、
右
の
よ
う
な
事
態

を
受
領
遅
滞
と
評
価
す
る
こ
と
に
は
大
い
に
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
事
態
を
履
行
不
能

と
の
み
評
価
し
さ
れ
は
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
)
、
あ
る
い
は
|
|
労
働
債
務
で
は
被
用
者
・
労
働
者
の
債
務

3 

が
時
間
の
要
素
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
|
|
労
働
者
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
の
み
着
目
し
て
(
こ
れ



は
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
当
て
は
ま
る
〉
具
体
的
に
妥
当
な
処
理
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
適
切
な
の
で
は
あ
る
ま
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し
て
、
も
し
こ
の
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
|
|
占
夫
は
右
の
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ
て
既
に
、
と
り
わ
け
、
患
者
の
死

亡
や
工
場
の
焼
失
な
ど
に
つ
い
て
債
権
者
側
に
帰
責
事
由
の
な
い
場
合
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ

の
際
に
は
、
工
場
の
焼
失
と
か
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
は
、

労
働
者
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
点
に
着
目
す
べ
き
こ
と
は
鮮
明
に
述
べ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
の

中
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
ー
ー
ー
、
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

患
者
の
死
亡
と
か
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
「
債
務
者
は
履
行
不
能
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
、
「
労
働
者
は

時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
」
と
認
定
・
評
価
す
る
こ
と
は
、
別
に
特
別
な
基
準
を
も
ち
だ
さ
な
く
て
も
容
易
に
で
き
そ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
現
実
に
履
行
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
履
行
不
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
労
働
者
は
現
実
に
履
行
が
で
き
ず
、
か

っ
、
彼
の
債
務
は
時
間
の
要
素
と
結
び
付
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
休
業
に
よ
り
現
実
に
労
働
関
係
が
展
開
し
な
い
問
、
彼
の
債
務
は
時
々

刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
、
と
だ
け
い
え
ば
済
む
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
で
は
、
も
は
や
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能

の
区
別
に
つ
い
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
繰
り
返
し
整
理
し
て
い
え
ば
、
学
説
は
、
工
場
が
焼
失
し
た

と
か
資
材
が
中
絶
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
手
術
前
に
患
者
が
死
亡
し
た
、
と
い
っ
た
事
態
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
が
受
領
遅
滞

で
あ
る
か
履
行
不
能
で
あ
る
か
を
問
題
と
し
、
こ
の
こ
つ
の
区
別
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
か

か
る
事
態
の
際
に
生
ず
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
そ
の
処
理
の
た
め
に
は
事
態
を
履
行
不
能
と
の
み
評
価

し
て
い
く
こ
と
(
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
)
、
あ
る
い
は
、
労
働
者
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
点
に
の
み
着
目
し
て
い
く
こ
と

(
工
場
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
)
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
態
が
履
行
不
能
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
労
働
者
が
時
々
刻
々

と
履
行
不
能
と
な
る
と
い
う
た
め
に
は
、
別
段
こ
れ
と
い
っ
た
特
別
の
議
論
を
す
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら



ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
区
別
に
つ
い
て
論
ず
る
意
味
は
も
は
や
無
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
本
稿
で
は
、
患
者
が
手
術
前
に
死
亡
し
た
と
か
、
休
業
に
よ
り
労
働
関
係
が
展
開
し
な
い
な
ど
と
い
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
危
険
負
担
の
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
、
な
ぜ
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
い
く
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
履
行
不
能

で
あ
る
と
の
み
評
価
し
て
い
く
こ
と
、
あ
る
い
は
、
労
働
者
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
点
に
の
み
着
目
し
て
い
く
こ
と

が
妥
当
で
あ
る
の
か
を
、
か
つ
て
考
え
た
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
敷
街
し
つ
つ
論
じ
(
そ
し
て
、
右
の
視
点
に
立
つ
と
こ
ろ
の
、
本
稿
が
妥
当
と

受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕

考
え
る
危
険
負
担
問
題
の
具
体
的
な
処
理
の
方
向
を
示
し
)
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
区
別
を
わ
が
国
に

お
い
て
論
ず
る
意
義
に
つ
い
て
の
右
に
述
べ
た
結
論
を
得
た
い
と
思
う
。
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注

(
1
〉
わ
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
間
題
が
論
じ
ら
れ
始
め
た
の
は
、
星
野
教
授
の
日
本
民
法
学
史
(
星
野
英
一
「
日
本
民
法
学
史
」
月
刊
法
学

教
室
八
号
(
昭
和
五
六
年
)
三
九
頁
〉
の
分
類
に
即
し
て
い
え
ば
、
第
二
期
の
時
代
、
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
学
全
盛
の
時
代
か
ら
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
石
坂
音
四
郎
・
日
本
民
法
第
三
編
債
権
第
二
巻
(
明
治
四
五
年
、
有
斐
閣
書
房
〉
六
二
七
頁
以
下
、
鳩
山
秀
夫
「
債

権
者
ノ
、
遅
滞
(
五
完
)
」
法
挙
協
会
雑
誌
三
四
巻
一
一
一
号
(
大
正
五
年
)
八
五
頁
以
下
(
本
論
文
は
後
に
、
鳩
山
『
民
法
研
究
第
三
巻
』
(
大

正
一
五
年
、
岩
波
書
庖
)
二
ご
頁
以
下
、
同
『
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
貨
の
原
則
』
(
昭
和
三

O
年
、
有
斐
閣
〉
八
九
頁
以
下
に
収
録
)

な
ど
が
こ
の
問
題
に
論
及
し
は
じ
め
て
い
る
。

(
2
〉
す
で
に
石
坂
・
前
掲
書
六
二
八
頁
が
こ
の
間
題
意
識
を
持
つ
。
近
時
の
学
説
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
一
般
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

|
|
使
用
者
が
工
場
を
閉
鎖
し
て
労
働
者
の
就
業
を
拒
絶
し
、
医
師
が
患
者
を
手
術
す
べ
き
債
務
に
お
い
て
患
者
が
行
か
な
か
っ
た
よ
う

な
場
合
に
は
、
受
領
遅
滞
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
工
場
が
焼
失
し
、
ま
た
は
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
履
行
不
能
と

な
る
の
か
受
領
不
能
と
な
る
の
か
問
題
で
あ
る
。
履
行
不
能
と
受
領
不
能
の
区
別
は
、
双
務
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
の
問
題
(
五
三
六

条
〉
と
関
連
し
て
重
大
な
意
義
を
有
す
る
(
た
と
え
ば
、
於
保
不
二
雄
・
債
権
総
論
(
昭
和
三
四
年
、
有
斐
閣
)
一

O
九
頁
以
下
、
同
・

債
権
総
論
[
新
版
]
(
昭
和
四
七
年
、
有
斐
閣
)
一
一
九
頁
参
照
)
。

な
お
、
議
論
の
前
提
と
な
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
債
務
者
の
側
(
労
働
者
や
医
師
の
側
)
に
工
場
焼
失
と
か
患
者
の
死
亡
と
い
っ
た
事

態
の
発
生
に
つ
い
て
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
で
あ
り
、
労
働
者
や
医
師
に
は
労
働
な
い
し
手
術
の
用
意
が
あ
る
ハ
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
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事
態
が
な
い
と
す
れ
ば
、
労
働
者
は
実
際
に
労
働
で
き
る
状
態
に
あ
る
し
|
労
働
す
る
意
思
と
能
力
が
あ
る
|
、
医
師
は
手
術
が
で
き
た
)

と
い
う
ケ
l

ス
で
あ
る
。

(
3
)

本
文
で
挙
げ
る
と
こ
ろ
の
、
医
師
が
患
者
を
手
術
す
べ
き
債
務
に
お
い
て
手
術
前
に
患
者
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
例
の
場
合
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
契
約
の
当
事
者
が
患
者
本
人
と
医
師
(
閤
・
公
立
病
院
の
場
合
に
は
、
正
確
に
は
、
病
院
の
開
設
者
た
る
国
や
地
方
公
共
団

体
)
の
場
合
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
、
或
る
夫
婦
の
子
供
(
幼
児
)
が
重
病
で
入
院
し
、
手
術
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
、
そ
の

夫
婦
〈
つ
ま
り
、
そ
の
子
供
の
両
親
H
親
権
者
)
が
、
子
供
の
監
護
義
務
〈
民
法
八
二

O
条
)
の
一
環
と
し
て
、
医
師
と
の
聞
で
契
約
を

結
ぶ
と
い
う
場
合
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
患
者
が
手
術
前
に
死
亡
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
例
を
挙
げ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
こ
で
の
契
約
の
当
事
者
が
誰
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
ま
で
、
普
通
、
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
l

ル
な
ど
で
は
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
け
れ
ど
も
(
前
注

(
2
〕
で
紹
介
し
た
よ
う
な
、
近
時
の
学
説
の
説
く
と
こ
ろ
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
学
説
は
、
契
約
の

当
事
者
と
し
て
患
者
本
人
と
医
師
を
考
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
)
、
手
術
に
つ
い
て
の
契
約
は
、
通
常
、
準
委
任
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

そ
う
だ
と
す
る
と
、
契
約
当
事
者
が
医
師
と
患
者
本
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
委
任
者
で
あ
る
患
者
本
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
契
約
は
終
了
す

る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
(
民
法
六
五
六
条
に
よ
る
民
法
六
五
三
条
の
準
用
)
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
医
師
の
手
術
す
べ

き
債
務
も
、
ま
た
、
患
者
側
の
報
酬
支
払
債
務
も
共
に
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
も
そ
も
、
一
方
の
債
務
(
医
師
の

債
務
)
が
消
滅
し
た
場
合
に
他
方
の
債
務
(
患
者
側
の
報
酬
支
払
債
務
〉
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
危
険
負
担
の
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
4
〉
こ
の
点
に
つ
き
、
奥
田
昌
道
・
債
権
総
論

ω(昭
和
五
七
年
、
筑
摩
書
房
〉
二
二
九
頁
参
照
。

(
5
〉
浅
井
清
信
「
受
領
遅
滞
と
給
付
不
能
」
法
律
論
叢
七
巻
八
号
〈
昭
和
三
年
)
一
三
頁
以
下
〈
後
に
、
八
木
清
信
『
第
働
契
約
の
研
究
」

(
昭
和
九
年
、
政
経
書
院
〉
一
七
三
頁
以
下
、
浅
井
『
労
働
契
約
の
基
本
問
題
』
(
昭
和
二
七
年
、
法
律
文
化
社
〉
一
八
五
頁
以
下
、
同
『
改

訂
増
補
労
働
契
約
の
基
本
問
題
』
(
昭
和
四
二
年
、
法
律
文
化
社
)
一
二
七
頁
以
下
に
収
録
)
を
鴨
矢
と
し
て
、
そ
の
後
、
た
と
え
ば
、
川

島
武
宜
・
債
権
法
総
則
講
義
第
一
(
昭
和
二
四
年
、
岩
波
書
庖
〉
一
一
一
一
頁
、
於
保
不
二
雄
・
債
権
総
論
二

O
頁
、
同
・
債
権
総
論
[
新

版
]
一
一
九
頁
、
林
良
平
H
石
田
喜
久
夫
H
高
木
多
喜
男
・
債
権
総
論
(
昭
和
五
三
年
、
青
林
書
院
新
社
)
七
二
頁
、
同
・
債
権
総
論
[
改

訂
版
]
(
昭
和
五
八
年
、
青
林
書
院
新
社
〉
七
二
頁
、
奥
田
・
前
掲
書
二
二
九
頁
以
下
、
奥
田
昌
道
・
注
釈
民
法
制
(
昭
和
六
二
年
、
有
斐

閣
)
二
六

O
頁
以
下
、
沢
井
裕
・
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
債
権
総
論
(
昭
和
五
五
年
、
有
斐
閣
〉
八
三
頁
以
下
、
同
・
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
債
権

総
論
[
補
訂
版
]
(
昭
和
六

O
年
、
有
斐
閣
)
八
三
頁
以
下
、
な
ど
。
な
お
、
甲
斐
道
太
郎
・
注
釈
民
法
帥
(
昭
和
四
一
年
、
有
斐
閣
〉
一
二

一
六
頁
参
照
。
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こ
の
通
説
は
、
沢
井
・
前
掲
書
八
三
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
[
補
訂
版
]
八
三
頁
以
下
を
除
い
て
、
今
日
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
つ
い

て
の
い
わ
ゆ
る
法
定
責
任
説
(
受
領
遅
滞
成
立
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
を
必
要
と
し
な
い
)
の
立
場
に
立
つ
論
者
が
主
張
す
る
も
の
で
あ

る
。
沢
井
・
前
掲
書
八
三
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
[
補
訂
版
]
八
三
頁
以
下
は
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
債
務
不
履
行
説
の
立

場
を
採
り
つ
つ
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
は
通
説
の
立
場
を
と
る
。
た
だ
し
、
沢
井
教
授
の
債
務
不
履
行
説
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
債
務
不

履
行
説
と
は
違
い
、
効
果
と
の
対
応
で
要
件
を
吟
味
さ
れ
て
い
る
の
で
(
沢
井
・
前
掲
書
八
五
頁
、
同
・
前
掲
書
[
補
訂
版
]
八
五
頁
〉
、

す
で
に
星
野
教
授
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
考
え
方
・
思
考
方
法
(
星
野
英
一
・
民
法
概
論
皿
(
債
権
総
論
〉
(
昭
和
五
三
年
、
良
書
普

及
会
)
一
三
四
頁
以
下
)
を
基
本
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
周
知
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
債

務
不
履
行
説
は
、
受
領
遅
滞
は
受
領
義
務
の
不
履
行
と
い
う
債
務
不
履
行
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
立
の
た
め
に
は
債
権
者
の
帰
責
事
由
が

必
要
で
あ
り
、
こ
の
債
務
不
履
行
の
効
果
と
し
て
受
領
遅
滞
の
効
果
が
で
て
く
る
(
つ
ま
り
、
受
領
遅
滞
固
有
の
効
果
と
し
て
は
、
債
権

者
の
損
害
賠
償
責
任
、
債
務
者
の
契
約
解
除
権
な
ど
)
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
星
野
教
授
の
思
考
・
発
想
方
法
は
、
受
領
遅
滞
は
債
権

者
の
義
務
違
反
か
ど
う
か
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
は
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
必
要
か
ど
う
か
、
と
い
う
受
領
遅
滞
の
本
質
論
や
要
件
論
の

方
か
ら
ま
ず
考
え
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
受
領
遅
滞
の
そ
れ
と
し
て
認
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
を
ま
ず
考
え
、
こ
れ
ら

の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
要
件
が
必
要
で
あ
る
か
を
考
え
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
星
野
教
授
は
、

受
領
遅
滞
の
効
果
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
債
権
者
側
の
損
害
賠
償
責
任
、
債
務
者
側
の
契
約
解
除
権
を
(
も
)
挙
げ
ら

れ
、
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
の
債
権
者
側
の
受
領
義
務
と
い
う
も
の
を
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
で
結
果
的
に
、
伝
統
的

な
債
務
不
履
行
説
の
立
場
と
同
じ
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
沢
井
教
授
の
発
想
方
法
も
、
基
本
的
に
は
星
野
教
授
の
そ
れ
と
同
じ
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
沢
井
説
で
は
、
受
領
遅
滞
の
効
果
と
し
て
「
債
権
者
へ
の
危
険
移
転
」
を
認
め
る
こ
と
は
星
野
説
と
同
様
で
あ

る
が
、
星
野
教
授
が
、
債
権
者
へ
の
危
険
移
転
と
い
う
こ
の
効
果
に
つ
い
て
債
権
者
の
帰
責
事
由
を
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
、
弁
済
の
提

供
が
な
さ
れ
た
ら
債
権
者
の
帰
責
事
由
を
問
わ
ず
に
受
領
遅
滞
と
な
っ
て
、
危
険
は
債
権
者
に
移
転
し
、
さ
ら
に
工
場
の
焼
失
に
よ
る
受

領
不
能
の
よ
う
に
提
供
が
無
意
味
な
場
合
に
は
、
提
供
し
な
く
て
も
労
働
者
は
報
酬
請
求
権
を
失
わ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
(
沢
井
・
前
掲
書
八
四
頁
、
同
・
前
掲
書
[
補
訂
版
]
八
四
頁
)
。

な
お
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
債
務
不
履
行
説
に
立
つ
論
者
も
、
工
場
の
焼
失
や
患
者
の
死
亡
と
い
っ
た
場
合
を
受
領
遅
滞

と
評
価
す
る
の
か
履
行
不
能
と
み
る
の
か
の
問
題
に
言
及
し
、
そ
の
際
に
領
域
説
に
も
触
れ
て
い
る
の
で
(
我
妻
栄
・
新
訂
債
権
総
論
(
民

法
講
義
W
)
(
昭
和
三
九
年
、
岩
波
書
店
)
二
三
九
頁
、
松
坂
佐
一
・
民
法
提
要
債
権
総
論
[
第
四
版
]
(
昭
和
六

O
年
、
有
斐
閣
〉
一
一
二

九
頁
以
下
、
な
ど
)
、
伝
統
的
な
債
務
不
履
行
説
で
も
通
説
と
同
じ
よ
う
に
、
右
の
よ
う
な
事
態
の
際
に
生
ず
る
危
険
負
担
の
問
題
を
処
理
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す
る
に
つ
い
て
、
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
つ
つ
(
こ
の
際
に
は
領
域
説
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
の
疑
問
も
生
ず
る
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
、
伝
統
的
な
債
務
不
履
行
説
で
は
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
受
領
遅

滞
を
挿
む
こ
と
を
考
え
て
い
る
論
者
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
第
二
章
第
二
節
の
注
(
5
)

参
照
。

(
6
)

な
お
通
説
は
、
工
場
焼
失
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
受
領
遅
滞
で
あ
る
と
明
言
す
る
が
、
患
者
の
死
亡
の
場
合
に
そ
の
よ
う
に
み

る
の
か
は
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
た
と
え
ば
、
於
保
・
債
権
総
論
[
新
版
]
一
一
九
頁
を
見
よ
ー
し
か
し
、
そ
の
理
論

的
帰
結
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
7
)

具
体
的
に
は
、
エ
ル
ト
マ
ン

Q
・0
2
B
B
H
r
ロ
2
5
F
g
旨
宮
山
3
4
2昨日
m向。
n
F
E
N
ω
・
ω・
回
目
白
内
・
さ
ら
に
は
、
骨
日
祖
国
待
問
由
主
n
F
g

。22
Nぴロ
ny-HNR宮
内
同
角

ωnyHH54叩
岳
山
】
宮
山
8
0・
H・
〉
宮
・
明
N白
色

N・
日
・
〉
丘
-
-
-
明
N
S
k
rロヨ・

ω巴
に
お
い
て
打
ち
出
さ
れ
た
考

え
方
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
領
域
説
と
い
う
考
え
方
自
体
、
十
分
な
理
解
が
さ
れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に

お
い
て
学
説
が
領
域
説
を
支
持
し
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
解
説
す
る
場
合
に
は
、
領
域
説
に
お
い
て
給
付
の
障
害
原
因
が
債
権
者
の
領
域

に
あ
れ
ば
受
領
遅
滞
と
な
る
理
由
を
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
受
領
不
能
」
が
充
た
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
て

お
り
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
領
域
説
に
つ
い
て
述
べ
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
説
が
、

領
域
説
を
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
と
し
て
の
「
受
領
不
能
」
の
意
味
を
説
明
す
る
際
に
の
み
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
し

か
し
、
右
の
よ
う
な
理
解
は
必
ず
し
も
正
確
な
も
の
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
つ
ぎ
の

と
お
り
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
と
し
て
明
示
的
に
「
受
領
不
能
」
な
る
要
件
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
、
「
受
領
し
な
い
(
不

受
領
ど
と
い
う
こ
と
が
そ
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
が
(
ド
イ
ツ
民
法
二
九
三
条
参
照
)
、
「
受
領
し
な
い
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
不
受
領
」

に
は
、
解
釈
論
上
、
「
受
領
不
能
」
も
含
む
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
領
域
説
は
形
成
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、

工
場
の
焼
失
と
か
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
不
受
領
」
と
い
う
要
件
を
充
た
す
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
(
〈
包
・
可
-
O
R町出血ロ
P
F冊目的
E
口
問
的
ロ
ヨ
ロ
αm-wvwatμ
ロ
仏
〉
ロ
ロ
白
F
B
m
4
R
Nロ
m-
〉
門
司
・
∞
仏
・
己
申

(H記∞)・

ω・
ωぽ
-
L
H
R
一

門同
mg-w
円、。
F
Eロ
唱
E
n
v
円同叩円〉吋
σ色丹∞項目]]凹問。ロア

Z
N
R
r
E
N
N
・
ω・
品
目
民
・
一
色
ma--
回
口
吋

mmユ
山
口
町
何
回
の
冊
目
立
N
E
n
y
H
N
m
n宮
門
目
。
『

ω口町己
5
4巾
門
町
住
吉
町
印
0
・
H・〉
σ
?
印
・
〉
丘
]-wmNUω

〉ロ
B-N
ロ・

ω巴
。
む
し
ろ
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
受
領
遅
滞
が
成
立
す
る
と
い
え

る
た
め
に
重
要
な
の
は
、
債
務
者
に
お
い
て
戸
叩
目
的
宮
口
問
(
給
付
)
が
可
能
と
い
え
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、
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H
h

冊目的宮ロ
m
が
不
能
な
場
合
に
は
、
そ
の
受
領
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
そ
の
受
領
遅
滞
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
な
い
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、
「
債
務
者
に
お
い
て
戸
色
白
川
口
口
問
が
可
能
で
あ
る
こ
と
」
も
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
要
件
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
不
受
領
」
と
い
う
要
件
を
充
た
す
と
こ
ろ
の
、
工
場
の
焼
失
や
資
材
の
中

絶
と
い
っ
た
場
合
で
も
、
債
務
者
の

F
a∞
E
口
問
が
可
能
で
な
く
不
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
受
領
遅
滞
は
成
立

せ
ず
、
円
、
同
日
間
同
ロ
ロ
m
不
能

(
F
a∞
E
ロ
m
g
Rロ
α問日目
nFW冊
目
門
〉
と
な
る
。
か
く
て
、
領
域
説
は
、
円
巾
目
的
E
ロ
m
を
妨
げ
る
原
因
が
債
権
者
の
領
域

に
存
在
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は

F
O
U
Eロ
m
可
能
で
あ
る
と
み
て
、
債
権
者
の
受
領
遅
滞
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
(
そ
の
意

味
は
、
す
で
に
「
不
受
領
」
と
い
う
要
件
は
当
然
に
充
た
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
と
は
債
務
者
に
よ
る

F
a
aロロ
m
の
提
供
(
口
頭
の
提
供
〉

が
あ
れ
ば
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
必
要
な
要
件
が
す
べ
て
充
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
領
域
説
に
よ
っ
て
給
付
障

害
原
因
が
債
権
者
の
領
域
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
わ
が
国
で
い
え
ば
「
受
領
不
能
」
と
い
う
要
件
を
充
た
す
と
判
断
さ
れ
る

こ
と
は
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
)
。
逆
に
、

FO山
田
吉
口
問
の
障
害
原
因
が
債
務
者
の
領
域
に
存
在
す
る
場
合
に
は
、

F
a
g
Eロ
m
Eロ日
αmznFWOR
で
あ
る
と
み
る
の
で
あ
る
(
そ
の
意
味
は
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
は
「
債
務
者
の
戸
包
印
E
ロ
m
可
能
」
と
い

う
要
件
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
円
、
白
山
由
吉
ロ
宮
ロ
ヨ
ロ
αmロ
口
町
長
色
丹
と
は
相
排
斥
し
あ
う
概
念
で
あ
る
o
F
a∞宮ロ
m
の
障
害
原
因
が
債
務
者

の
領
域
に
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
、

F
a
aロロ
m
可
能
と
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
の
戸
冊
目
的
宮
ロ
m
gロ
Bα
包

-nywaけ
で
あ
る
と
考
え
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
)
。
わ
が
国
の
学
説
が
こ
れ
を
支
持
し
、
あ
る
い
は
、
解
説
に
お
い
て
ふ
れ
る
領
域
説
と
は
、
わ
が
国
で
い
え
ば
「
受
領
不
能
」

と
「
履
行
不
能
」
の
区
別
の
基
準
と
い
う
よ
り
も
、
本
来
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
、
「
履
行
可
能
」
と
「
履
行
不
能
」
と
の
区
別
の
基
準
な
の

で
あ
る
。

以
上
を
わ
が
国
の
議
論
に
当
て
は
め
る
と
、
領
域
説
で
工
場
焼
失
と
か
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
を
受
領
遅
滞
と
判
断
す
る
と
は
、

本
来
つ
ぎ
の
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
事
態
の
際
に
は
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
で
あ
る
「
債
務
者
が
履
行
可
能
で
あ
る
」
と

い
う
要
件
を
充
た
し
て
い
る
こ
と
を
、
領
域
説
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
受
領
遅
滞
の
そ
の
他
の
成
立

要
件
で
あ
る
「
受
領
不
能
」
を
充
た
す
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
(
あ
と
は
債
務
者
の
履
行
の
提
供
H
口
頭
の
提
供
が
あ
れ
ば
〉

受
領
遅
滞
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
領
域
説
の
形
成
過
程
を
み
る
と
明
ら
か
と
な
る
。
領
域
説
の
形
成
過
程
お
よ
び
領
域
説
登
場

の
背
景
に
つ
い
て
は
、
下
井
隆
史
コ
雇
用
な
い
し
労
働
契
約
に
お
け
る
受
領
遅
滞
と
危
険
負
担
|
|
い
わ
ゆ
る
『
領
域
説
』
の
検
討
を
中

心
に
|
|
」
商
大
論
集
(
神
戸
商
大
)
一
八
巻
一
号
(
昭
和
四
一
年
〉
二
三
頁
以
下
(
本
論
文
は
後
に
、
同
教
授
の
論
文
集
『
労
働
契
約

法
の
理
論
』
(
昭
和
六

O
年
、
有
斐
閣
)
一
二
七
頁
以
下
に
加
筆
・
修
正
の
上
、
収
録
)
、
奥
富
晃
「
労
務
提
供
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
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の
基
礎
的
考
察
|
|
労
務
基
底
欠
如
の
場
合
の
法
的
処
理
に
つ
い
て
|
|
」
上
智
法
学
論
集
二
六
巻
一
号
(
昭
和
五
八
年
)
一
四
一
頁
以

下
、
品
川
孝
次
・
契
約
法
上
巻
(
昭
和
六
一
年
、
青
林
書
院
〉
二

O
九
頁
注

(
1
1
参
照
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
上
掲
拙
稿
一
四

一
頁
以
下
の
部
分
で
叙
述
し
た
と
こ
ろ
を
、
一
部
簡
単
に
要
約
す
る
形
で
領
域
説
の
形
成
過
程
に
触
れ
る
(
第
二
章
第
一
節
第
三
款
〉
。

な
お
、
こ
れ
も
領
域
説
の
形
成
過
程
を
み
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
と
な
る
点
で
あ
る
が
、
領
域
説
は
F
O
目
印
宮
口
問
と
い
う
概
念
を
、
債
権

者
の
協
力
と
結
び
付
い
て
給
付
結
果
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、
債
務
者
の
側
で
為
す
べ
き
給
付
行
為
部
分
と
捉
え
る
前
提
の
下
で
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
円
、
a
m
E
口
問
を
給
付
結
果
、
す
な
わ
ち
履
行
、
の
意
に
捉
え
て
も
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
領
域
説
を
採
用
し
う
る
理
論
的
粗
地
は
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一

節
第
三
款
の
注
(

4

)

参
照
。
た
だ
し
、
領
域
説
を
採
用
す
る
こ
と
が
妥
当
と
い
え
る
か
否
か
は
、
も
と
よ
り
別
問
題
で
あ
る
)
。

ま
た
、
領
域
説
で
は
、
戸
巾
山
田
Eロm
円
一
を
妨
げ
る
原
因
が
債
権
者
の
領
域
に
存
在
す
る
場
合
に
は
債
務
者
は
F
a
印
Eロ
m
可
能
と
み
る
(
し
た

が
っ
て
、
工
場
焼
失
と
か
資
材
の
中
絶
の
場
合
に
は
債
務
者
は
F
a
∞E
口
問
可
能
と
判
断
さ
れ
る
)
と
述
べ
た
が
、
債
権
者
の
領
域
に

T
皆
宮
口
問

を
妨
げ
る
原
因
が
あ
れ
ば
何
故
債
務
者
は
戸
冊
目
的
E
ロ
m
可
能
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
領
域
説
と
い
う
説
が
提
唱
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
か
は
、
一
見
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
後
に
も
触
れ
る
が
(
第
二
章
第
一
節
第
三
款
〉
、
こ
う
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ル
ト
マ
ン
に
す
れ
ば
、
工
場
焼
失
と
か
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
債
務
者
が

T
皆
宮
口
問
可
能
で
あ
る
と
い

う
た
め
に
は
、
彼
が
領
域
説
を
打
ち
出
す
前
段
階
で
提
唱
し
た
理
論
(
こ
れ
は
後
の
学
者
に
よ
っ
て
〉
宮
可
笹
山
巾

E
括
的
内
2
5
m
T
|
抽
象

化
定
式
|
|
と
名
付
け
ら
れ
た
考
え
方
で
あ
る
〉
で
十
分
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
債
務
者
(
労
働
者
)
が
宮
町
Z
認

可
能
と
さ
れ
る
場
合
に
も
、
労
働
者
が
現
実
に
労
働
で
き
な
い
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
工
場
焼
失
な
ど
の
場
合

が
受
領
遅
滞
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
説
明
の
必
要
を
感
じ
、
領
域
説
を
打
ち
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
〉
σ印
昨
日
E
R
ロロ
m
町民
2

5
巳

に
よ
っ
て
F
a
m
Eロ
m
可
能
と
さ
れ
る
場
合
は
、
結
果
に
お
い
て
、
円
低
印
宮
口
問
の
障
害
原
因
が
債
権
者
の
領
域
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
む
し
ろ
こ
の
結
果
的
現
象
を
前
面
に
押
し
出
す
方
が
、
工
場
焼
失
な
ど
の
場
合
に
使
用
者
は
受
領
遅
滞
責
任

に
任
ず
べ
し
と
の
帰
結
を
「
何
人
も
自
己
の
領
域
に
生
じ
た
事
柄
に
は
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
考
え
方
に
支
え
ら
れ
て
、
よ
り

説
得
的
に
正
当
化
し
う
る
と
考
え
た
。
か
く
て
形
成
さ
れ
た
の
が
領
域
説
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
領
域
説
は
、
〉
げ
印
可
白
E
Rロロ畑町民
2
5
0
-

に
よ
り
得
ら
れ
る
結
果
的
現
象
を
正
面
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
領
域
説
で
F
a
印
宮
口
問
の
障
害
原
因
が
債
権
者

の
領
域
に
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
円
四
日
印
E
口
問
可
能
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
下
井
・
上
掲
論
文
三
一
頁

以
下
(
同
『
労
働
契
約
法
の
理
論
』
一
一
一
一
六
頁
)
、
奥
富
・
上
掲
論
文
一
五
六
頁
以
下
、
参
照
。

以
上
い
ず
れ
に
し
て
も
、
領
域
説
と
は
、
わ
が
国
で
い
え
ば
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
た
る
「
受
領
不
能
」
と
「
履
行
不
能
」
の
区
別
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の
基
準
と
い
う
よ
り
も
、
「
履
行
可
能
」
と
「
履
行
不
能
」
の
区
別
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
よ
り
一
般
化
し
て
い
え
ば
、
受
領
遅
滞

と
履
行
不
能
の
区
別
と
は
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
た
る
「
債
務
者
の
履
行
可
能
」
と
「
履
行
不
能
」
と
の
区
別
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す

る
こ
と
が
、
問
題
を
真
に
理
解
す
る
上
で
有
用
で
あ
り
、
か
つ
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
(
な
お
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
国
で
も
受

領
遅
滞
の
成
立
要
件
と
し
て
「
債
務
者
が
履
行
可
能
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
を
明
示
的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
|
|
真

富
・
上
掲
論
文
一
九
三
頁
(
な
お
、
同
頁
下
段
五
行
目
か
ら
七
行
自
に
か
け
て
「
履
行
が
不
能
で
あ
れ
ば
債
務
者
の
有
効
な
提
供
は
理
論

上
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
債
務
者
の
受
領
も
考
え
ら
れ
ず
」
と
あ
る
の
は
、
「
履
行
が
不
能
で
あ
れ
ば
債
務
者
の
有
効
な
提
供
は
理
論

上
考
え
ら
れ
す
、
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
者
の
受
領
も
考
え
ら
れ
ず
」
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
こ
で
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
)
、
一

九
八
頁
注
(
日
)
、
参
照
|
|
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
い
将
来
、
別
稿
に
お
い
て
正
面
か
ら
少
し
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
を
予
定
し
て

い
る
)
。

ち
な
み
に
、
わ
が
国
の
学
説
の
中
に
は
、
領
域
説
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
よ
り
障
害
が
債
務
者
の
側
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
債

務
者
は
債
務
不
履
行
と
な
る
と
解
説
す
る
も
の
も
あ
る
が
(
三
島
宗
彦
「
債
権
者
遅
滞
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
側
(
昭
和
三
七
年
、

有
斐
閣
)
三
六
頁
以
下
、
遠
回
新
一
「
買
主
の
受
領
義
務
と
売
主
の
解
除
権
」
政
経
論
叢
一
一
一
巻
一
号
(
昭
和
三
七
年
)
五
三
頁
、
同
「
買

主
の
受
領
遅
滞
と
解
除
」
私
法
二
九
号
(
昭
和
四
二
年
)
二
七
九
頁
、
同
「
受
領
遅
滞
」
新
民
法
演
習
3
債
権
総
論
(
昭
和
四
三
年
、
有

斐
閣
)
五
二
頁
、
同
「
受
領
遅
滞
と
受
領
不
能
」
民
法
の
争
点
(
昭
和
五
三
年
〉
一
七
九
頁
、
同
「
受
領
遅
滞
の
問
題
点
」
民
法
の
争
点

H

(債
権
総
論
・
債
権
各
論
〉
(
昭
和
六

O
年
〉
二
三
頁
以
下
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
解
説
は
、
正
確
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
領
域
説
の

修
正
説
を
提
唱
し
た
レ

1
7
ン
の
立
場
|
|
決
注

(
8
〉
参
照
ー
ー
を
引
き
合
い
に
出
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
)
、
こ
れ
は
、
「
履
行
不
能
」

の
意
味
を
明
ら
か
に
誤
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
議
論
の
前
提
は
、
債
務
者
側
に
は
帰
責
事
由
、
が
な
い
場
合
な
の
で
あ
り
(
前
注
(

2

)

参

照
)
、
領
域
説
に
よ
り
障
害
が
債
務
者
の
側
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
債
務
者
の
履
行
不
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
き
に
も
、
そ
こ
で
い
う
「
履

行
不
能
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
民
法
四
一
五
条
の
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
く
、
危
険
負
担
の
問
題
と
な
る
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
な
の
で
あ

る
(
し
た
が
っ
て
、
三
島
教
授
な
ら
び
に
遠
回
教
授
の
レ
l

マ
ン
説
の
理
解
に
は
若
干
正
確
さ
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
な
お
さ
ら
に
、
三
島
教
授
は
、
「
履
行
不
能
」
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
前
提
の
下
で
独
自
の
説
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
が
|

|
三
島
・
上
掲
書
三
六
頁
以
下
|
|
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
奥
富
・
上
掲
論
文
一
九
六
頁
参
照
)
。

(
8
〉
な
お
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
つ
い
て
法
定
責
任
説
の
立
場
に
立
つ
柚
木
馨
H
高
木
多
喜
男
・
判
例
債
権
法
総
論
[
補
訂
版
]
(
昭
和
四
六

年
、
有
斐
閣
)
一
五
八
頁
は
、
受
領
遅
滞
と
康
行
不
能
と
の
限
界
い
か
ん
は
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
特
に
危
険
負
担
の
問
題

に
つ
い
て
重
要
性
を
有
す
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
「
何
人
も
自
己
の
領
域
内
に
発
展
し
ま
た
は
結
果
を
生
め
る
給
付
の

11 
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障
碍
に
つ
き
責
に
任
ず
る
と
す
る
こ
と
が
|
|
領
域
説

G
Z時
g
s
gユ
巴
|
|
衡
平
に
適
す
る
か
ら
、
債
権
者
の
領
域
内
で
発
展
し

ま
た
は
結
果
を
生
め
る
受
領
お
よ
び
協
力
の
障
碍
は
、
そ
の
一
般
的
に
除
去
し
う
る
も
の
な
る
限
り
、
受
領
遅
滞
を
構
成
す
ベ
く
、
履
行

不
能
は
そ
の
他
の
場
合
に
の
み
こ
れ
を
認
む
べ
し
」
と
の
説
を
正
当
で
あ
る
と
す
る
(
こ
の
立
場
は
す
で
に
、
柚
木
馨
・
判
例
債
権
法
線

論
上
巻
ハ
昭
和
二
五
年
、
有
斐
閣
〉
一
七
四
頁
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
レ
l

マ
ン
が

主
張
し
た
立
場
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
レ

l
マ
ン
は
こ
の
立
場
を
、
一
九
三

O
年
白
ロ

5
2
q
g
'
F
O
F
B
S
F
円、
mwy円
σロ
ny
色
町
印

回
目
品
巾
円
ロ
n
F
S
F
w
n
F
F
回
己
・
回
一

HNmnE
己四円

ω
n
E
5
4
m岳
箆
Z
2
8・
ロ
・
回

g
号
-w
邑

ω0・
ω
-
E∞
・
品
∞
臼
・
〉
以
来
、
一
九
五
八
年
の

彼
の
教
科
書
の
最
後
の
版
白
ロ
ロ
2
8
2中
戸
市
宮

E
ロ
P
河内凶円宮内同
2ω
ロ
YC540岳
住
吉
町
田
印

P
5・
回

g
号
-u
呂
田
・

ω
-
E
Nご
に
至
る

ま
で
一
貫
し
て
主
張
し
続
け
た
。
奥
富
・
上
智
法
学
論
集
二
六
巻
一
号
一
五
九
頁
以
下
、
一
八
四
頁
参
照
)
。

そ
こ
で
、
柚
木
教
授
お
よ
び
高
木
教
授
の
立
場
で
は
、
患
者
の
死
亡
の
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
履
行
不
能
(
し
た
が
っ
て
、
民
法
五
三

六
条
一
項
の
適
用
に
よ
っ
て
債
務
者
H
医
師
側
が
危
険
を
負
担
す
る
)
と
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
工
場
の
焼
失

と
か
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
論
者
自
ら
も
認
め
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
受
領
遅
滞
(
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
H
使
用
者

側
が
危
険
を
負
担
す
る
〉
と
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
柚
木
H
高
木
説
に
も
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
受
領
遅
滞
と
い

う
評
価
か
ら
債
権
者
危
険
負
担
の
帰
結
を
導
く
点
に
は
、
通
説
に
対
す
る
と
ま
っ
た
く
同
様
の
法
律
構
成
上
の
疑
問
が
あ
る
と
考
え
る
。

(
9
)

奥
富
・
前
掲
論
文
一
一
一
一
五
頁
以
下
。

(
叩
〉
こ
れ
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
来
ま
ず
つ
ぎ
の
よ
う
な
基
礎
的
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
が

国
で
は
従
来
よ
り
諸
論
者
は
、
患
者
の
死
亡
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
お
い
て
生
ず
る
危
険
負
担
の
問
題
の
処
理

を
考
え
る
に
あ
た
り
、
常
に
そ
の
時
々
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
を
参
照
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
依
拠
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
日
に
お

け
る
わ
が
国
の
学
説
の
一
応
の
到
達
点
と
し
て
、
事
態
を
(
領
域
説
に
よ
っ
て
)
受
領
不
能
と
し
て
の
受
領
遅
滞
と
評
価
し
、
こ
れ
に
も

と
づ
い
て
債
権
者
危
険
負
担
の
帰
結
を
導
く
と
の
考
え
方
が
通
説
と
し
て
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
は
本
文
で

述
べ
た
よ
う
に
疑
問
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
わ
が
国
の
通
説
が
依
拠
し
た
ド
イ
ツ
の
学
説
は
ど
の

よ
う
な
理
論
枠
組
に
も
と
づ
い
て
、
い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
(
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
学
説
の
い
か
な
る
点
を
妥
当
で
な
い
と
考
え
て
〉

形
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
の
い
か
な
る
個
別
規
定
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
そ
の
後
に

お
け
る
ド
イ
ツ
の
学
説
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
(
わ
が
国
の
通
説
が
依
拠
し
た
学
説
へ
の
評
価
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
も
し

そ
れ
が
そ
の
後
必
ず
し
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
な
に
か
〉
、
等
々
の
問
題
意
識
の
も
と
に
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
展
開
過
程
を
考
察
し
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
的
な
作
業
を
経
た
上
で
、
翻
っ
て
わ
が
国
の
通
説
の
考
え
方
に
つ
い
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て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
(
奥
富
・
前
掲
論
文
一

四
一
一
貝
以
下
)
で
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
危
険
負
担
問
題
の
処
理
を
行
う
た
め
に
は
何
故
受
領
遅
滞
と
い
う
評
価

を
し
て
い
く
こ
と
が
妥
当
で
な
い
の
か
、
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
部
分
は
本
稿
で
の
論
述
に
必
要
な
限

り
で
|
|
石
稿
で
の
検
討
の
一
部
を
簡
単
に
要
約
す
る
形
で
|
|
最
低
限
こ
れ
を
繰
り
返
す
に
と
ど
め
(
第
二
章
第
一
節
第
三
款
〉
、
考
察

の
主
眼
を
、
右
稿
で
も
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
(
奥
富
・
前
掲
論
文
一
八
九
頁
以
下
)
、
わ
が
国
に
お
け
る
当
該
危
険
負
担
問
題
の
処
理
の

仕
方
、
と
り
わ
け
現
在
の
通
説
の
立
場
(
危
険
負
担
問
題
の
処
理
の
た
め
に
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
い
く
立
場
)
に
つ
い
て
の
検

討
に
置
き
、
こ
れ
に
つ
い
て
議
論
を
さ
ら
に
敷
街
・
深
化
さ
せ
て
(
そ
し
て
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
考
え
方
を
修
正
し
つ
つ
)
、
事
態
を
受

領
遅
滞
と
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
た
と
え
ば
、
患
者
の
死
亡
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
当
事
者
間
の
医
療
契
約
(
診
療
契
約
)
の

中
に
個
別
の
詳
細
な
条
項
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
事
後
の
具
体
的
な
問
題
の
処
理
も
図
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
区
別
を
論
じ
る
必
要
性
は
実
際
上
な
い
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
間
の
医
療
契
約
中
に
個
々
具
体
的
に
、
例
え
ば
入

院
費
、
診
察
代
、
薬
代
、
検
査
料
等
に
加
え
て
、
手
術
に
か
か
る
費
用
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
手
術
前
に
お
け
る
入
院
費
、
診

察
代
、
薬
代
、
検
査
料
等
は
す
で
に
医
師
側
が
行
っ
た
給
付
に
対
す
る
対
価
で
あ
る
か
ら
、
医
師
(
病
院
)
側
が
こ
れ
を
請
求
で
き
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
ざ
手
術
を
し
よ
う
と
す
る
段
に
な
っ
て
当
該
患
者
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
果
た
し

て
医
師
側
は
当
該
手
術
に
対
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
報
酬
(
手
術
費
)
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
や
は
り
出
て

く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
こ
れ
は
や
は
り
危
険
負
担
の
問
題
な
の
で
は
な
い
か
〉
。
も
っ
と
も
、
従
来
、
患
者
の
死
亡
と
い
う
事
例
は
、

医
師
が
患
者
を
手
術
す
べ
き
債
務
に
お
い
て
患
者
が
手
術
を
受
け
に
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
と
の
対
応
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
の
で
(
た
と
え
ば
、
於
保
・
債
権
総
論
一

O
九
頁
、
同
・
債
権
総
論
[
新
版
]
一
一
九
頁
、
参
照
〉
、
こ
れ
ま
で
学
説
は
、
患

者
が
入
院
し
て
い
る
場
合
で
な
く
、
家
か
ら
病
院
へ
手
術
当
日
に
出
向
く
(
し
か
し
そ
れ
以
前
に
患
者
が
死
亡
し
て
し
ま
う
〉
と
い
う
場

合
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
問
題
状
況
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、

患
者
が
入
院
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
別
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
際
に
手
術
を
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
医
師
側
が
報
酬
を
請
求
で
き
る
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
(
危
険
負
担
の
問
題
〉
と
は
そ
も
そ
も
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
も
当
然
予
想
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
為
す

債
務
に
お
け
る
危
険
負
担
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
は
こ
れ
に
関
連
し
て
常
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
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は
、
こ
こ
で
い
え
ば
医
療
(
手
術
)
契
約
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
、
さ
ら
に
独
自
の
問
題
領
域
と
し

て
論
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
か
か
る
問
題
、
が
あ
る
こ
と
は
十
分
に
意
識
し
つ
つ
も
、
一

応
従
来
ど
お
り
、
手
術
前
の
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
事
例
も
危
険
負
担
の
問
題
と
な
り
う
る
、
と
い
う
前
提
の
下
で
論
を
進
め
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

(
日
)
そ
し
て
、
か
つ
て
の
論
文
で
は
、
そ
の
最
後
の
部
分
(
す
な
わ
ち
、
奥
富
・
前
掲
論
文
二

O
四
頁
・
二

O
五
頁
お
よ
び
一
二

O
頁
以
下

の
部
分
)
で
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
区
別
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
一
応
の
基
準
を
示
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
は
敢
え
て
論
ず
る
必
要

は
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
章

患
者
の
死
亡
、

処
理
に
つ
い
て

工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
な
ど
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の

工
場
が
焼
失
し
あ
る
い
は
資
材
が
中
絶
し
て
操
業
が
で
き
ず
労
働
関
係
が
展
開
し

な
い
、
な
ど
と
い
っ
た
場
合
に
お
い
て
危
険
負
担
の
問
題
を
処
理
す
る
に
は
、
何
故
こ
れ
ら
の
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
い
く
こ

本
章
で
は
、
患
者
が
手
術
前
に
死
亡
し
た
と
か
、

と
は
妥
当
で
な
く
、
履
行
不
能
と
の
み
評
価
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
債
務
者
(
労
働
者
〉
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
点
に
の
み

着
目
し
て
い
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
い
く
。

か
か
る
場
合
に
は
、
本
稿
が
妥
当
と
考
え
る
危
険
負
担
問
題
の
具
体
的
な

処
理
方
向
を
示
す
こ
と
も
、
当
然
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
患
者
の
死
亡
、

工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
な
ど
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
、
危
険
負
担
が
問
題
と
な
る
場
面
に
は
、
債

権
者
(
た
と
え
ば
重
病
の
幼
児

(
H
患
者
〉
の
親
権
者
、
使
用
者
)
の
側
に
帰
責
事
由
(
故
意
・
過
失
ま
た
は
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
事

由
)
が
な
い
場
合
と
、
こ
れ
が
あ
る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
叙
述
の
便
宜
上
、
こ
の
二
つ
の
場
合
を
分
け
て
考
察
す
る
。



第
一
節

債
権
者
側
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
に
つ
い
て

受領遅滞と履行不能の区別を論す.る意味について(ー)

ま
ず
債
権
者
側
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
順
序
と
し
て
ま
ず
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
患
者
の
死
亡
、
工
場
の

焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
事
態
を
、
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
危
険
負
担
問
題
を
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
生
ず
る

法
律
構
成
上
の
疑
問
に
つ
い
て
取
り
上
げ
(
第
一
款
)
、
次
い
で
、
結
論
の
具
体
的
妥
当
性
の
見
地
か
ら
の
考
察
を
試
み
る
(
第
二
款
〉
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
通
説
が
依
拠
し
た
ド
イ
ツ
の
学
説
に
つ
い
て
少
し
触
れ
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
意
図
、
そ
の
後
に
お
け
る

そ
の
学
説
へ
の
批
判
な
ど
を
確
認
し
た
上
で
(
第
三
款
〉
、
債
権
者
側
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
の
仕

方
に
つ
い
て
、
本
稿
の
妥
当
と
考
え
る
方
向
を
提
示
し
て
お
き
た
い
(
第
四
款
)
。

第
一
款

法
律
構
成
上
の
疑
問

1 

序

患
者
の
死
亡
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
こ
れ
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
危
険
負
担
の
問
題
を

処
理
し
よ
う
と
す
る
こ
と
|
|
わ
が
国
の
通
説
の
と
る
立
場
・
処
理
方
向
で
あ
る
|
|
に
対
し
て
は
、
法
律
構
成
の
点
で
少
な
か
ら
ず

疑
問
が
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
手
術
前
に
患
者
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
手
術
が
で
き
な
い
と
か
、
工
場
が
焼
け
、
あ
る
い
は
資
材
、
が
中
絶
し
て

し
ま
っ
て
操
業
が
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
債
権
者
に
は
対
価
支
払
義
務
が
生
+
す

る
と
の
帰
結
を
、
直
ち
に
導
け
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
け
る
受
領
遅
滞
に
関
す
る
唯
一
の
規
定
で
あ
る
民
法
四
一

15 

三
条
そ
の
も
の
の
文
言
を
根
拠
に
し
て
、
債
権
者
に
対
価
の
支
払
義
務
が
あ
る
と
す
る
こ
と
(
債
権
者
に
は
対
価
支
払
義
務
が
生
ず
る
と
の

帰
結
を
、
四
一
一
一
一
条
に
い
う
「
遅
滞
ノ
責
ニ
任
ス
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
す
る
こ
と
〉
は
、
解
釈
論
上
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か
な
り
の
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
よ
う
な
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
す
る
と
し
て
も
、
危
険
負
担
の
処
理
に
つ
い

て
は
|
|
受
領
遅
滞
と
い
う
評
価
を
す
る
こ
と
と
債
権
者
が
対
価
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
帰
結
と
を
結
び
付
け
る
た
め
に
は
|

、
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
法
律
構
成
上
の
説
明
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て

従
来
通
説
は
、
近
時
、
奥
田
教
授
が
唯
一
明
快
な
理
論
構
成
(
法
律
構
成
)
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
以
外
は
詳
し
い
説
明
を
し
て
こ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
受
領
遅
滞
と
危
険
負
担
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
が
国
で
は
、
受
領
遅
滞
が
あ
れ
ば
そ
の
効
果
と
し
て
債
権
者

に
危
険
が
移
転
す
る
と
み
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
右
の
通
説
の
立
場
に
た
つ
論
者
も
、
債
権
者
が
受
領
遅

滞
に
陥
る
と
こ
の
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
基
に
し
て
推
論
す
る
な
ら
ば
、
通
説

の
理
論
構
成
、
す
な
わ
ち
、
受
領
遅
滞
と
い
う
評
価
と
債
権
者
は
対
価
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
帰
結
と
を
結
び
付
け
る
理
論
構

成
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
患
者
が
手
術
前
に
死
亡
す
る
と
か
、
労
働
者
の
働
く
べ

き
工
場
が
焼
失
し
あ
る
い
は
資
材
が
中
絶
す
る
と
い
っ
た
事
態
で
は
、
債
権
者
側
は
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
に
陥
る
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
受
領
遅
滞
の
直
後
に
債
務
者
の
履
行
不
能
が
生
ず
る
(
債
務
者
は
履
行
不
能
と

な
る
〉
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
な
お
受
領
遅
滞
中
(
受
領
遅
滞
後
)
の
履
行
不
能
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
に
お
い
て
は
、
受
領
遅
滞
の
効
果
と
し
て
す
で
に
危
険
が
債
権
者
に
移
転
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
後
に
生
ず
る
履
行
不
能
に
つ
い
て
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
な
く
て
も
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
対
価
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

奥
田
教
授
の
提
示
さ
れ
る
理
論
構
成
も
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
奥
田
教
授
は
、
特
に
雇
用
・
労
働
契
約
に
お

け
る
受
領
遅
滞
と
危
険
負
担
の
関
係
を
念
頭
に
お
い
て
問
題
を
考
え
て
お
ら
れ
、
そ
の
際
に
は
、
雇
一
用
・
労
働
契
約
が
一
般
に
継
続
的

契
約
関
係
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
こ
で
は
労
働
者
の
債
務
が
時
間
と
い
う
要
素
と
結
び
付
い
て
い
る
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
さ
ら
に
き
め



受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について〈ー〉

の
細
か
い
議
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
(
奥
田
説
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
本
款
3
の

ω参
照
〉
。

し
か
し
、
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
に
理
論
構
成
す
る
こ
と
で
果
た
し
て
危
険
負
担
に
つ
い
て
の
帰
結
を
本
当
に
導
き

う
る
の
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
以
下
に
述
べ
る
に
際
し
て
、
予
め
つ
ぎ
の
点
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
す
な

わ
ち
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
を
考
え
る
と
き
に
は
、
奥
田

教
授
が
そ
う
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
稿
も
、
雇
用
・
労
働
契
約
が
一
般
に
継
続
的
契
約
関
係
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も

そ
こ
で
は
労
働
者
の
債
務
が
時
間
の
要
素
と
結
び
付
い
て
い
る
点
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
右
に
推

論
し
た
通
説
に
お
け
る
理
論
構
成
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
顧
慮
は
欠
け
て
い
る
。
以
下
で
は
、
差
し
当
た
り
ま
ず
、
通
説
が
採
る

と
思
わ
れ
る
右
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
つ
い
て
本
稿
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
が
(
↓
2
1
こ
れ
は
、
そ
の
理
論
構
成
に
即
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
雇
用
・
労
働
契
約
と
い
う
契
約
関
係
の
有
す
る
右
に
述
べ
た
特
性
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

の
右
の
よ
う
な
通
説
の
構
成
に
即
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
考
え
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ

で
の
検
討
は
、
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
一
回
的
な
契
約
関
係
事
例
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
の
検
討
・
批
判
と
し
て

は
十
分
な
妥
当
性
を
主
張
し
う
る
と
考
え
る
が
、
雇
一
用
・
労
働
契
約
関
係
の
下
で
の
、
工
場
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
休
業
の
場

合
に
生
ず
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
の
検
討
・
批
判
と
し
て
は
、
な
お
不
十
分
・
不
完
全
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

後
者
の
場
合
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
奥
田
教
授
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
中
で
(
↓
3
1
真
に
本
稿
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
と
思

う
。
い
き
な
り
奥
田
教
授
の
見
解
を
も
含
め
て
本
稿
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
示
す
の
で
は
な
く
、
ま
ず
通
説
の
理
論
構
成
と
し
て
考
え
う

る
構
成
を
取
り
上
げ
、
次
い
で
奥
田
教
授
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
順
序
を
敢
え
て
採
る
の
は
、
本
稿
で
展
開
す
る
思
考
の
流
れ

を
忠
実
に
表
現
し
た
い
た
め
と
、
右
の
よ
う
に
順
序
だ
て
て
論
じ
て
い
く
方
が
議
論
に
混
乱
を
生
ず
る
こ
と
が
少
な
い
と
考
え
た
た
め

17 

で
あ
る
。

な
お
、
通
説
に
お
い
て
は
右
に
推
論
さ
れ
る
の
と
は
異
な
る
理
論
構
成
を
採
る
可
能
性
も
一
応
は
存
在
す
る
と
思
わ
れ
の
で
、
こ
れ
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に
つ
い
て
も
後
に
併
せ
て
検
討
し
て
お
く
(
↓
4
1

注

(
1
)

奥
田
昌
道
「
受
領
遅
滞
と
危
険
負
担
丁
|
一
雇
用
な
い
し
労
働
契
約
の
場
合
を
中
心
に
し
て
l
|
」
法
学
論
叢
九
四
巻
五
・
六
号
(
昭
和

四
九
年
)
一
二
三
頁
、
下
森
定
「
雇
傭
契
約
に
お
け
る
受
領
不
能
と
危
険
負
担
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
五
五
号
(
昭
和
五
九
年
〉
九
八
頁
、

参
照
(
下
森
教
授
の
本
論
稿
は
後
に
、
同
・
債
権
法
論
点
ノ
l
ト
(
平
成
二
年
、
日
本
評
論
社
)
七
三
頁
以
下
に
収
録
)
。

(
2
)

奥
田
・
債
権
総
論

ω二
二
九
頁
以
下
、
同
・
注
釈
民
法
側
二
六

O
頁
以
下
。

(
3
)

奥
田
・
債
権
総
論

ω二
二
九
頁
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
受
領
遅
滞
と
の
評
価
か
ら
債
権
者
危
険
負
担
の
帰
結
を
認
め
る
法
律

構
成
上
の
根
拠
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
は
、
通
説
の
修
正
説
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
柚
木
H
高
木
説
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
(
第

一
章
注

(
8
〉
参
照
)
。

(
4
〉
た
と
え
ば
、
於
保
・
債
権
総
論
一
一
一
頁
、
三
四
九
頁
、
同
・
債
権
総
論
[
新
版
]
一
二

O
頁
、
三
八
四
頁
、
林
日
石
回
日
高
木
・
債

権
総
論
七
三
頁
、
二
二
四
頁
、
同
・
債
権
総
論
[
改
訂
版
]
七
三
頁
、
二
二
四
頁
。

(
5
)

こ
の
構
成
の
場
合
に
は
、
受
領
遅
滞
に
危
険
の
移
転
と
い
う
効
果
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
危
険
負
担
と
い
う
帰
結
を
導
き
出

す
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
の
根
拠
条
文
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
法
四
二
二
条
な
い
し
民
法
四
九
二
条
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
(
法
定
責
任
説
の
立
場
で
は
、
危
険
移
転
の
効
果
を
弁
済
の
提
供
の
効
果
で
も
あ
る
と
捉
え
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
)
。

た
だ
、
結
論
と
し
て
は
民
法
五
三
六
条
二
項
を
適
用
し
た
の
と
同
じ
に
な
る
の
で
、
同
条
同
項
も
併
せ
て
|
|
類
推
と
い
う
形
で
あ
る
に

せ
よ
|
|
挙
げ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
第
一
章
注
〈
5
)
で
触
れ
た
沢
井
教
授
の
立
場
で
は
、
原
則
と
し
て
、

ま
ず
、
「
①
提
供
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
債
権
者
の
帰
責
事
由
を
間
わ
ず
債
権
者
遅
滞
と
な
っ
て
、
危
険
は
債
権
者
に
移
転
」
す
る
と
し
、

こ
れ
に
す
ぐ
次
い
で
、
「
さ
ら
に
、
②
工
場
焼
失
に
よ
る
受
領
不
能
の
よ
う
に
、
提
供
が
無
意
味
な
場
合
に
は
、
提
供
し
な
く
て
も
労
働
者

は
報
酬
請
求
権
を
失
わ
な
い
」
と
明
言
す
る
の
で
(
沢
井
・
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
債
権
総
論
八
四
頁
、
同
・
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
債
権
総
論
[
補

訂
版
]
八
四
頁
)
、
根
拠
条
文
と
し
て
は
四
一
三
条
と
四
九
二
条
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
沢
井
説
に
お
け
る

構
成
は
、
工
場
の
焼
失
の
よ
う
な
場
合
に
は
弁
済
の
提
供
は
無
意
味
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
な
く
て
も
受
領
遅
滞
が
成
立
し
、
提
供
が
な

さ
れ
た
場
合
と
同
様
に
危
険
が
使
用
者
に
移
転
す
る
、
そ
し
て
、
そ
の
直
後
に
労
働
者
は
履
行
不
能
と
な
る
の
で
、
労
働
者
は
報
酬
請
求

権
を
失
わ
な
い
(
民
法
四
九
二
条
、
四
一
三
条
〉
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
6
)

た
だ
し
、
奥
田
教
授
自
身
は
、
通
説
が
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
理
論
構
成
に
つ
い
て
、
工
場
の
焼
失
の
よ
う
な
場
合
に
対
す
る
そ
れ
と
し



て
は
、
後
に
本
稿
が
本
文
で
紹
介
す
る
奥
田
教
授
自
身
の
構
成
と
同
じ
も
の
を
予
想
し
て
お
ら
れ
る
(
奥
田
・
前
掲
論
文
一
九
八
頁
注
(
4
〉)。

し
か
し
、
通
説
は
、
工
場
の
焼
失
の
よ
う
な
場
合
と
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
と
を
分
け
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

工
場
の
焼
失
の
場
合
が
、
労
働
者
の
債
務
と
時
間
の
要
素
と
が
結
び
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
継
続
的
契
約
関
係
に
お
け
る
事
例
で
あ
る
点

を
意
識
し
、
こ
れ
に
着
目
し
た
き
め
の
細
か
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
通
説
の
理
論
構
成
と

し
て
予
想
で
き
る
構
成
は
、
本
文
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
お
き
、
こ
れ
を
工
場
焼
失
の
場
合
な
ど
雇
用
・
労
働
契
約
関
係
事
例
に

つ
い
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
が
奥
田
教
授
の
所
説
で
あ
る
、
と
同
教
授
の
立
場
を
位
置
づ
け
て
、
議
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
し

た
い
。

受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕

2 

通
説
に
お
い
て
採
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
理
論
構
成
に
つ
い
て

さ
て
、
債
権
者
が
危
険
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
く
た
め
に
通
説
が
用
い
る
と
思
わ
れ
る
、
ー
に
お
い
て
触
れ
た
理
論

構
成
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω
通
説
に
お
い
て
採
用
す
る
と
思
わ
れ
る
先
の
理
論
構
成
は
、
患
者
の
死
亡
に
よ
り
手
術
が
で
き
な
い
、
工
場
の
焼
失
、
資
材
の

中
絶
に
よ
り
操
業
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
態
を
、
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
(
受
領
遅
滞
後
の
履
行
不
能
)
の
一
事
例
と
し
て
捉
え
、

こ
れ
を
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
患
者
の
死
亡
に
よ
る
手
術
の

不
能
な
ど
を
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
通
常
一
般
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
受
領
遅
滞
中
の

履
行
不
能
」
と
同
視
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
点
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
こ
の
よ
う

な
考
え
方
は
い
か
に
も
不
自
然
の
感
を
免
れ
な
い
。
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
現
象
・
事
態
と
は
、
た
と
え
ば
患
者
の
死
亡
、

工
場
の
焼
失
と
い
っ
た
例
で
い
え
ば
、
や
は
り
あ
く
ま
で
、
患
者
側
が
手
術
当
日
に
な
っ
て
そ
れ
を
拒
み
、
あ
る
い
は
や
む
を
得
な
い

事
情
で
当
日
病
院
に
行
け
な
く
な
り
(
入
院
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
家
か
ら
病
院
に
患
者
H
幼
児
を
連
れ
て
行
く
と
い
う
場
合
〉
、
か
く
す
る

19 

聞
に
患
者
が
死
亡
す
る
と
か
、
使
用
者
が
労
務
の
受
領
を
拒
絶
し
、

か
く
す
る
聞
に
工
場
が
近
隣
の
火
事
に
巻
き
込
ま
れ
て
焼
失
し
て



20 

し
ま
う
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
時
間
的
に
受
領
遅
滞
が
先
行
し
、
次
い
で
そ
の
後
に
履
行
不
能
が
生
ず
る
場
合
の
み
を
い
う
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
受
領
遅
滞
が
先
行
す
る
こ
と
な
く
患
者
が
死
亡
し
、
あ
る
い
は
工
場
が
焼
失
し
、
こ
れ
に
よ
り
手
術

が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
操
業
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
場
合
を
も
、
な
お
受
領
遅
滞
中
に
履
行
不
能
が
生
ず
る
場
合
で
あ
る
と
捉
え
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
と
が
同
時
に
成
立
す
る
こ
と
(
受
領
遅
滞
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に
履
行

不
能
で
も
あ
る
と
い
う
事
態
の
成
立
す
る
こ
と
〉
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
か
か
る
意
味
で
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行

不
能
(
よ
り
正
確
に
は
、
受
領
遅
滞
イ
コ
ー
ル
履
行
不
能
の
状
態
の
存
在
)
を
認
め
、
こ
れ
を
通
常
一
般
(
本
来
の
、
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
)
に
い
う
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
事
態
と
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
擬
制
に
す
ぎ
る
考
え
方
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
第
二
に
、
こ
の
よ
う
に
、
患
者
の
死
亡
、
工
場
の
焼
失
と
い
っ
た
場
合
に
お
け
る
状
況
を
、
こ
れ
を
も
受
領

遅
滞
中
に
履
行
不
能
が
生
ず
る
場
合
で
あ
る
と
捉
え
る
処
理
(
本
来
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
事
態
と
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
処
理
)

が
、
実
質
的
に
は
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
同
時
成
立
を
認
め
る
処
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
処
理
は
、
理
論
面

に
お
い
て
も
、
ま
た
、
効
果
面
に
お
い
て
も
お
か
し
な
結
果
を
生
む
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
受
領
遅

滞
と
は
本
来
、
債
務
者
の
債
務
の
履
行
が
可
能
な
場
合
に
初
め
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、

右
の
よ
う
な
処
理
の
場
合
に
は
、
そ
の
実
質
上
、
債
務
者
の
債
務
履
行
が
不
能
な
場
合
に
も
受
領
遅
滞
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
ま
た
、
効
果
面
で
は
、
債
務
者
の
債
務
の
存
続
(
受
領
遅
滞
の
場
合
に
は
契
約
そ
の
も
の
は
存
続
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、

債
務
者
の
債
務
も
当
然
に
存
続
す
る
〉
と
、
彼
の
債
務
の
消
滅
(
債
務
者
に
帰
責
事
由
の
な
い
履
行
不
能
の
場
合
〉
と
を
同
時
に
'
認
め
る
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
患
者
の
死
亡
に
よ
る
手
術
の
不
能
な
ど
を
本
来
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
事
態
と
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
翻
っ
て
考
え
る
と
、
本
来
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
の
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
疑
問
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
患
者
の
死
亡
に

よ
る
手
術
不
能
な
ど
の
事
態
を
、
通
説
に
お
い
て
採
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
理
論
構
成
で
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
先
ず
第
一
に
患



者
側
(
た
と
え
ば
患
者
た
る
幼
児
の
親
権
者
)
が
手
術
当
日
に
な
っ
て
手
術
を
拒
み
、
次
い
で
、
か
く
す
る
聞
に
患
者
が
死
亡
す
る
と
い
う

よ
う
な
場
合
に
お
け
る
患
者
死
亡
後
の
状
況
そ
の
も
の
を
も
、
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〉

う
の
で
は
な
い
か
(
す
な
わ
ち
、
「
受
領
遅
滞
中
に
生
ず
る
と
こ
ろ
の
『
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
』
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
把
握
は
明
ら
か
に
奇
異
な
い
し
無
用
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る

事
態
は
、
単
に
、
ま
さ
に
本
来
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
う
と
だ
け
い
え
ば
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

以
上
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
要
す
る
に
、
患
者
の
死
亡
に
よ
る
手
術
の
不
能
、
工
場
の
焼
失
に
よ
る
就
業
受
け
容
れ
不
能
と
い
っ

た
事
態
の
法
的
評
価
と
し
て
は
、
債
権
者
の
受
領
遅
滞
か
債
務
者
の
履
行
不
能
か
の
ど
ち
ら
か
一
つ
を
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
危
険
負
担
問
題
を
処
理
す
る
に
当
た
り
右
の
よ
う
な
場
合
を
受
領
遅
滞
と
評
価
す
る
の
で
は
、
こ
れ
に
よ
り
危
険
負
担
一
に
関
す

る
結
論
は
何
も
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
(
民
法
四
一
三
条
そ
の
も
の
か
ら
危
険
負
担
に
つ
い
て
の
結
論
は
導
き
出
せ
な
い

の
で
あ
る
か
ら
〉
、
か
つ
ま
た
、
受
領
遅
滞
が
先
行
し
、
次
い
で
例
え
ば
「
患
者
が
死
亡
す
る
」
場
合
に
は
、
上
述
の
と
お
り
、
こ
れ
を
受

領
遅
滞
中
の
「
履
行
不
能
」
と
(
の
み
)
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
の
整
合
性
を
考
え
て
み
て
も
、
右
の
よ
う
な
事
態
(
受

領
遅
滞
が
先
行
す
る
こ
と
な
く
患
者
が
死
亡
し
、
あ
る
い
は
工
場
が
焼
失
す
る
と
い
っ
た
場
合
)
は
履
行
不
能
と
評
価
し
、
民
法
五
三
六
条
の

適
用
〈
お
よ
び
工
場
の
焼
失
と
か
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
さ
ら
に
労
働
基
準
法
二
六
条
の
適
用
の
有
無
が
問
題
と
な
る
〉
を
考
え
る

こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
に
触
れ
る
と
お
り
、
わ
が
国
の
通
説
が
依
拠
し
た
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
患
者
の
死
亡
に
よ
る
手

術
の
不
能
と
か
工
場
の
焼
失
に
よ
る
就
業
の
受
け
容
れ
不
能
と
い
っ
た
場
合
を
(
領
域
説
を
用
い
て
〉
受
領
遅
滞
と
評
価
し
た
の
ち
、
さ

ら
に
そ
れ
を
(
受
領
遅
滞
中
の
〉
履
行
不
能
で
あ
る
と
敢
え
て
構
成
す
る
こ
と
は
し
な
い
(
本
節
第
三
款
参
照
)
。
か
か
る
ド
イ
ツ
の
学
説

は
、
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
、
こ
れ
を
直
接
ド
イ
ツ
民
法
六
一
五
条
(
使
用
者
が
受
領
遅
滞
に
陥
っ
た
場
合
に
お
い
て
被
用
者
は
そ
の

21 

聞
の
報
酬
を
請
求
で
き
る
と
す
る
個
別
規
定
〉
な
ど
に
結
び
付
け
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
患
者
の
死
亡
、
工
場
の
焼
失
と
い
っ

た
場
合
そ
の
も
の
を
も
、
ま
ず
受
領
遅
滞
が
先
行
し
、
次
い
で
履
行
不
能
が
生
ず
る
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
の
場
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合
と
同
一
視
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
を
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い

う
効
果
に
結
び
付
け
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
便
宜
・
擬
制
に
す
ぎ
る
処
置
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
も
し
仮
に
、
患
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
手
術
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
、
工
場
の
焼
失
、
資
材
の
中
絶
な
ど
に
よ
り
操
業

が
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
態
を
、
通
常
一
般
に
い
う
と
こ
ろ
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

な
お
疑
問
は
残
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
事
態
を
こ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
危
険
負
担
に
つ
い
て
の
帰
結
を
導
く
た

め
に
は
「
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
」
を
媒
介
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
受
領

遅
滞
に
陥
る
と
彼
に
危
険
が
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
の
唯
一
の
規
定
で
あ
る
四
一
一
一
一
条
に
明
定
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
受
領
遅
滞
に
こ
の
効
果
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
解
釈
論
上
の
問
題
で
あ
る
。
わ
が
国

の
学
説
上
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
法
定
責
任
説
に
立
つ
論
者
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
受
領
遅
滞
に
常
に
(
す
な

わ
ち
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
に
も
〉
こ
の
効
果
を
認
め
る
。
し
か
し
、
法
定
責
任
説
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、

受
領
遅
滞
に
つ
き
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
に
も
(
よ
り
詳
し
く
い
う
と
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
の
後
に
生
じ
た
履
行
不

能
に
つ
い
て
も
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
な
い
と
き
に
も
)
な
お
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
が
あ
る
と
し
て
債
権
者
に
対
価
危
険
を
負
担
さ

せ
る
こ
と
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
危
険
移
転
の
効
果
を
認
め
て
債
権
者
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、
結

論
の
具
体
的
妥
当
性
の
見
地
(
す
な
わ
ち
、
公
平
の
見
地
〉
な
ら
び
に
民
法
の
採
る
危
険
負
担
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
立
場
(
危
険
負
担
債

務
者
主
義
)
か
ら
み
て
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
通
説
の
理
論
構
成
に
は
こ
の
意
味
で
も
賛
成
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
受
領
遅
滞
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
に
危
険
移
転
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
に
疑
問
が
あ
る

と
す
る
と
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
効
果
は
受
領
遅
滞
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ

う
に
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
星
野
教
授
の
主
張
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
(
す
な
わ
ち
星
野
教
授
は
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
つ
き
債
権
者
の

帰
責
事
由
を
要
す
る
か
否
か
を
ま
ず
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
効
果
の
点
を
ま
ず
問
題
に
さ
れ
、
危
険
移
転
の
効
果
を
受
領
遅
滞
の
効
果
と
し
て
認



め
る
こ
と
を
是
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
こ
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
は
債
権
者
の
帰
責
事
由
を
要
す
る
か
否
か
を
問
題
と
さ
れ
、
右

の
帰
結
を
採
ら
れ
る
)
。
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
帰
結
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
考
え
る
と
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
後
に
債
権
者
・
債
務
者
と

も
に
帰
責
事
由
の
な
い
履
行
不
能
が
生
じ
た
場
合
に
も
債
権
者
側
に
対
価
支
払
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
、
星
野
教
授
が
目
指
さ
れ

る
帰
結
を
導
く
た
め
に
は
、
何
も
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
明
文
に
な
い
効
果
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
、
同
じ
結
論
は
別
の

方
法
で
も
導
け
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
、
も
し
そ
の
受
領
遅

受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕

滞
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
あ
る
な
ら
ば
、
何
も
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
わ
な
く
て
も
、
こ
れ
を
「
債
権
者
に
帰
責
事
由
の

あ
る
受
領
遅
滞
中
」
の
履
行
不
能
と
し
て
、
民
法
五
三
六
条
二
項
の
適
用
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
「
債
権
者

に
帰
責
事
由
の
あ
る
受
領
遅
滞
」
と
い
う
そ
の
こ
と
が
民
法
五
三
六
条
二
項
の
「
債
権
者
の
帰
責
事
由
」
を
充
た
す
と
み
て
、
同
条
同

項
を
適
用
し
て
い
け
ば
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
結
論
は
、
受
領
遅
滞
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
危
険
移
転
を
認
め

る
と
い
う
の
と
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
い
っ
た
方
が
条
文
上
の
根
拠
が
明
確
で
あ
る
点
で
よ
り
優
れ
て
い
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
星
野
教
授
の
主
張
さ
れ
る
立
場
の
場
合
に
は
、
価
値
判
断
の
点
を
別
に
し
て
、
な
ぜ
受
領
遅
滞
に
債
権
者
の
帰
責
事

由
が
あ
る
場
合
に
の
み
危
険
移
転
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
明
快
な
説
明

が
つ
き
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
は
、
結
局
、
受
領
遅
滞
の
効
果
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が

っ
て
、
受
領
遅
滞
の
こ
の
効
果
を
媒
介
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
通
説
の
理
論
構
成
は
そ
も
そ
も
妥
当
で
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
患
者
の
死
亡
に
よ
り
手
術
が
不
可
能
と
な
る
と
か
、
工
場
の
焼
失
に
よ
り
あ
る
い
は
資
材
の
中
絶
に
よ
り
操
業
が
で

き
な
く
な
る
と
か
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
患
者
の
死
亡
、
工
場
の
焼
失
、
資
材
中
絶
な
ど
に
つ
き
債
権
者
側
に
帰

責
事
由
が
な
い
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
を
考
え
る
に
は
、
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
問

23 
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題
の
処
理
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
、

し
た
が
っ
て
、
問
題
の
処
理
は
、
結
局
、
履
行
不
能

と
い
う
評
価
の
み
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

、王

(
1
〉
わ
れ
わ
れ
が
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
は
「
債
務
者
の
履
行
が
可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
第

一
章
の
注

(
7
〉
で
す
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
水
本
教
授
は
、
「
週
末
に
箱
根
で
静
養
し
て
い
た
政
府
要
人
A
は
、
突
然
腹
部
に
激
痛
を
覚
え
、
東
京
の
医
師
B
を
電
話
で

呼
ん
だ
。

B
は
、
急
い
で
か
け
つ
け
た
が
、
到
着
前
に
A
は
死
亡
し
た
。

A
の
相
続
人
は
、

B
の
診
療
代
金
請
求
に
応
ず
る
義
務
が
あ
る

か
」
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、
こ
こ
で
は
B
は
反
対
給
付
(
診
療
代
金
〉
請
求
権
を
失
わ
な
い
、
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
教
授
は
、
こ

こ
で
は
債
権
者

(
A
)
の
側
は
受
領
不
能
と
な
っ
て
受
領
遅
滞
責
任
を
負
い
、

(
A
の
相
続
人
に
受
領
遅
滞
か
ら
債
務
者

(
B
)

の
反
対
給

付
請
求
に
応
ず
る
義
務
が
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
が
)
受
領
遅
滞
が
成
立
し
た
場
合
の
法
律
関
係
か
ら
み
て
、
結
果
に
お
い
て
B
は
反

対
給
付
請
求
権
を
失
わ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
同
教
授
に
よ
れ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
(
ち
な
み
に
、

A
の
側
は
受
領
不
能
と

な
る
と
判
断
す
る
に
つ
い
て
は
柚
木
H
高
木
教
授
等
と
同
じ
く
領
域
説
の
修
正
説
の
適
用
を
考
え
つ
つ
、
債
権
者
側
の
受
領
障
害
は
不
可

抗
力
で
な
く
無
過
失
の
場
合
で
あ
る
と
仮
に
解
し
て
お
ら
れ
る
)
。
す
な
わ
ち
、
受
領
遅
滞
の
成
立
は
、
債
権
者
の
債
権
・
債
務
も
相
手
方

(
債
務
者
〉
の
債
権
・
債
務
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
手
方
の
債
務
は
、
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら

ず
に
、
あ
る
い
は
履
行
が
遅
延
し
た
り
(
受
領
拒
絶
の
場
合
〉
、
あ
る
い
は
履
行
が
不
能
と
な
っ
た
り
(
受
領
不
能
〉
す
る
に
す
、
ぎ
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
相
手
方
の
債
権
も
消
滅
し
な
い
で
存
在
し
、
相
手
方
は
債
権
を
行
使
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
手
方
に

よ
る
自
己
の
債
権
の
行
使
は
、
反
対
給
付
請
求
権
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
水
本
浩
・
債
権
各
論

ω上
民
法
セ
ミ
ナ
ー

5
(昭

和
五
四
年
、
一
粒
社
〉
五

O
頁
、
五
二
頁
以
下
、
五
五
頁
)
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
水
本
教
授
の
立
場
に
は
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
ま
ず
、

A
と
B
と
の
聞
の
契
約
(
診
療
契
約
)
は
通
常
は
準
委

任
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
A
の
死
亡
に
よ
り
契
約
は
終
了
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
(
第
一
章
注

(
3
)
参
照
ー
し

た
が
っ
て
、
契
約
関
係
の
存
続
を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
の
受
領
遅
滞
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
点
を
措
く

と
し
て
も
(
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
の
契
約
を
仮
に
請
負
で
あ
る
と
考
え
る
と
し
て
も
〉
、
右
の
よ
う
な
水
本
教
授
の
立
場
は
、
受
領
遅
滞
と

履
行
不
能
と
の
同
時
成
立
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
よ
り
根
本
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
受



受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〉

領
遅
滞
は
あ
く
ま
で
債
務
者
の
履
行
が
可
能
な
場
合
に
成
立
す
る
と
考
え
る
の
で
、
水
本
説
に
は
与
し
え
な
い
(
後
に
本
款
3
で
述
べ
る

と
お
り
本
稿
は
、
工
場
の
焼
失
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
使
用
者
側
の
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
、
遅
延
状
態
と
、
労
働
者
側
に
お
け

る
彼
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
と
い
う
意
味
で
の
履
行
不
能
と
が
併
存
す
る
も
の
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
労
働
者
が
時
々

刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
と
い
う
意
味
で
の
履
行
不
能
は
、
労
働
債
務
に
時
間
の
要
素
と
の
結
び
付
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
必
然
的
に
生
ず

る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
使
用
者
側
の
状
態
を
受
領
遅
滞
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
こ
れ
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
履
行
不
能
と
は

考
え
な
い
〉
。
本
稿
の
考
え
で
は
、
水
本
教
授
が
挙
げ
ら
れ
る
、
患
者
が
診
療
の
前
に
死
亡
し
た
と
い
う
事
例
の
場
合
に
は
、
(
こ
れ
を
仮

に
請
負
契
約
で
あ
る
と
み
る
と
す
る
と
〉
受
領
不
能
と
し
て
の
受
領
遅
滞
か
履
行
不
能
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
生
ず
る
と
す
べ
き
な
の
で

あ
り
、
そ
し
て
受
領
遅
滞
と
し
た
の
で
は
危
険
負
担
の
問
題
に
つ
い
て
何
も
結
論
を
導
き
出
せ
な
い
の
で
、
事
態
は
履
行
不
能
と
評
価
す

べ
き
で
あ
り
、
こ
の
履
行
不
能
に
つ
い
て
債
権
者

(
A
)
の
側
に
帰
責
事
由
が
あ
る
か
な
い
か
が
、

B
の
報
酬
請
求
権
の
存
否
を
分
け
る

こ
と
に
な
る
。

な
お
、
水
本
教
授
は
、
右
の
よ
う
な
事
例
の
場
合
、

B
に
報
酬
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
が
常
識
的
感
覚
な
い
し
利
益
衡
量
に
適
合
す
る

と
さ
れ
る
が
(
水
本
・
上
掲
書
五
一
頁
)
、
本
稿
の
価
値
判
断
で
は
結
論
は
逆
で
あ
る
(
本
節
第
二
款
参
照
)
。
も
っ
と
も
、

B
が
東
京
か

ら
駆
け
付
け
る
に
つ
い
て
要
し
た
費
用
(
交
通
費
な
ど
)
を
、
た
と
え
ば
民
法
七

O
二
条
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
信

義
則
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
B
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
(
奥
富
・
上
智
法
学
論
集
二
六
巻
一
号
二

O
八
頁
以
下
、

参
照
)
。

(
2
)

な
お
、
以
前
に
は
、
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
法
律
構
成
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
危
険
負
担
の
帰
結
を
導
こ
う
と
い
う

場
合
に
は
、
患
者
の
死
亡
や
工
場
の
焼
失
と
い
っ
た
事
態
を
一
方
で
領
域
説
で
受
領
遅
滞
と
し
た
の
ち
、
他
方
、
今
度
は
こ
れ
を
履
行
不

能
と
評
価
す
る
と
き
に
は
ど
の
よ
う
な
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
の
区
別
の
基
準
を
用
い
て
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
、
と
い
う
批
判
を

も
加
え
た
こ
と
が
あ
る
(
奥
富
・
前
掲
論
文
一
九
三
頁
以
下
)
。
し
か
し
、
今
で
は
こ
の
批
判
は
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
い
っ
た
ん
領
域
説
で
受
領
遅
滞
と
評
価
す
る
と
し
て
も
、
履
行
不
能
で
あ
る
こ
と
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
債
務
者
は

(
直
ち
に
)
現
実
に
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
履
行
不
能
で
あ
る
、
と
だ
け
い
え
ば
よ
く
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
必
要
な
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
3
〉
以
上
の
こ
と
を
逆
か
ら
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
患
者
側
が
手
術
を
拒
む
と
か
、
医
師
の
手
術
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
状
態
が
あ
り
、
か
く
す
る
う
ち
に
患
者
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効

果
を
認
め
る
通
説
の
立
場
で
は
、
こ
こ
で
は
債
権
者
側
の
受
領
遅
滞
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
受
領
遅

25 
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滞
に
よ
る
危
険
移
転
後
の
履
行
不
能
と
し
て
、
債
権
者
側
に
対
価
の
支
払
い
を
命
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
く
は
、
こ
の

よ
う
に
い
う
だ
け
で
十
分
な
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
債
権
者
側
の
受
領
遅
滞
が
あ
っ
て
、
か
く
す
る
う
ち
に
患
者
が

死
亡
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
い
き
な
り
患
者
の
死
亡
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
何
故
そ
こ
で
の
事
態
を
そ
の
と

き
に
限
っ
て
、
先
ず
受
領
遅
滞
で
あ
る
と
見
て
か
ら
、
つ
ぎ
に
履
行
不
能
で
あ
る
と
評
価
す
る
の
か
疑
問
と
な
る
。
時
間
的
に
受
領
遅
滞

が
先
行
し
た
の
ち
に
患
者
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
ら
、
こ
こ
で
は
、
患
者
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
て
医
師
が
手
術
で
き
な
い
と

い
う
状
況
を
履
行
不
能
と
の
み
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
初
め
か
ら
患
者
の
死
亡
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
態
の
評
価
は

同
一
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
受
領
遅
滞
が
先
行
す
る
か
ど
う
か
で
同
じ
事
態
を
履
行
不
能
で
あ
る
と
の
み
評
価
し

た
り
、
ま
ず
受
領
遅
滞
が
生
じ
次
に
履
行
不
能
と
な
る
場
合
で
あ
る
と
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
あ
ま
り
に
便
宜
的
な
処
置

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
受
領
遅
滞
、
が
先
行
し
、

そ
の
の
ち
に
患
者
が
死
亡
す
る
と
い
う
場
合
に
も
、
患
者
の
死
亡
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
は
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

す
で
に
こ
れ
よ
り
先
に
受
領
遅
滞
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
患
者
の
死
亡
の
方
の
受
領
遅
滞
と
い
う
状
態
に
つ
い
て
は
、
敢
え
て
こ
れ
を
正

面
か
ら
法
律
上
取
り
上
げ
な
く
て
も
よ
い
。
ー
ー
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
で
は
説
得
力
は
弱
い
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)

た
と
え
ば
、
柏
木
馨
「
緋
済
提
供
論
(
一
了
完
)
」
民
商
法
雑
誌
二
巻
二
号
(
昭
和
一

O
年
〉
四
八
頁
以
下
、
同
・
民
法
概
要
債
権
法
総

論
(
昭
和
二
年
、
巌
松
堂
書
庖
)
一
四
三
頁
以
下
、
同
・
民
法
概
論
債
権
法
総
論
(
昭
和
二
二
年
、
協
和
図
書
出
版
株
式
曾
社
)
一
六

五
頁
、
同
・
判
例
債
権
法
総
論
下
巻
二
三

O
頁
(
な
お
、
同
・
判
例
債
権
法
線
論
上
巻
一
七
五
頁
も
参
照
)
、
柚
木
H
高
木
・
判
例
債
権
法

総
論
[
補
訂
版
]
四
二
五
頁
(
な
お
、
同
書
一
五
八
頁
も
参
照
)
、
石
田
文
次
郎
・
債
権
総
論
議
義
(
債
権
総
則
契
約
線
則
〉
(
昭
和
一
一

年
、
弘
文
堂
書
富
山
)
二
三
三
頁
以
下
、
向
・
改
訂
民
法
大
要
(
債
権
総
論
)
(
昭
和
一
五
年
、
有
斐
閣
書
房
〉
九
九
頁
、
同
・
債
権
線
論
(
昭

和
二
二
年
、
早
稲
田
大
事
出
版
部
〉
一
九
三
頁
、
田
島
順
・
債
権
法
(
昭
和
一
五
年
、
弘
文
堂
書
房
〉
一

O
一
頁
、
先
に
1
の
注

(
4
〉

で
も
挙
げ
た
と
こ
ろ
の
、
於
保
・
債
権
総
論
一
一
一
頁
、
三
四
九
頁
、
同
・
債
権
総
論
[
新
版
]
一
二

O
頁
、
三
八
四
頁
、
林
H

石
田
H

高
木
・
債
権
総
論
七
三
頁
、
二
二
四
頁
、
同
・
債
権
総
論
[
改
訂
版
]
七
三
頁
、
二
二
四
頁
、
さ
ら
に
、
奥
田
・
債
権
総
論

ω二
二
八
頁
、

な
ど
。な

お
、
か
つ
て
鳩
山
博
士
は
、
不
受
領
ま
た
は
受
領
不
能
に
つ
い
て
債
権
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
受
領
遅
滞
に
よ
り
危
険
は

債
権
者
に
移
転
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
(
鳩
山
秀
夫
・
法
事
協
会
雑
誌
三
四
巻
一
二
号
一
二
三
頁
|
|
同
博
士
の
『
民
法
研
究
第
三
巻
』

で
は
三

O
八
頁
、
『
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
賓
の
原
則
』
で
は
一
九
七
頁
|
|
、
同
・
日
本
債
権
法
各
論
上
巻
(
大
正
九
年
、
岩
波
書
庖
〉

一
四
五
頁
。
な
お
、
同
「
債
権
者
ノ
遅
滞
(
三
)
」
法
撃
協
会
雑
誌
三
四
巻
二
号
(
大
正
五
年
)
一

O
五
頁
以
下
|
|
『
民
法
研
究
第
三



受領遅滞と履行不能の区別を諭す.る意味について(ー〕

巻
』
一
七
三
頁
以
下
、
『
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
賓
の
原
則
』
二
八
頁
以
下
ー
ー
も
参
照
)
、
そ
の
後
改
説
さ
れ
、
債
権
者
の
過
失
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
受
領
遅
滞
に
は
危
険
移
転
の
効
果
が
生
ず
べ
き
こ
と
を
説
か
れ
る
に
至
っ
た
(
同
・
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
(
上
巻
〉

(
大
正
一
三
年
、
岩
波
書
広
)
一
三
五
頁
以
下
、
同
「
債
権
法
に
於
け
る
信
義
誠
賓
の
原
則
合
ニ
)
」
法
撃
協
会
雑
誌
四
二
巻
五
号
(
大
正

一
一
一
一
年
〉
四
七
頁
以
下
|
|
『
民
法
研
究
第
三
巻
』
で
は
六
二
頁
以
下
、
『
債
権
法
に
お
け
る
信
義
誠
賓
の
原
則
』
で
は
二
八
六
頁
以

τ
|

、
同
・
増
訂
改
版
日
本
債
権
法
(
総
論
)
(
大
正
一
四
年
、
岩
波
書
庖
)
一
八
一
一
良
)
。
た
だ
し
、
鳩
山
博
士
の
言
わ
れ
る
「
受
領
遅
滞

に
よ
る
危
険
移
転
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
受
領
遅
滞
後
の
両
当
事
者
(
債
権
者
・
債
務
者
)
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
る

履
行
不
能
の
場
合
に
は
、
民
法
五
三
六
条
二
項
に
い
う
「
債
権
者
ノ
責
ニ
帰
ス
ヘ
キ
事
由
」
の
中
に
受
領
遅
滞
が
含
ま
れ
る
の
で
、
同
条

問
項
に
よ
っ
て
債
権
者
危
険
負
担
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
定
責
任
説
の
中
で
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
を

挙
げ
つ
つ
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
鳩
山
博
士
と
同
じ
も
の
を
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
、
三
瀦
信
三
・
債
権
法
提

要
総
論
第
一
(
大
正
二
二
年
、
有
斐
閣
)
一
七

O
頁
、
吉
田
久
・
日
本
民
法
論
債
権
編
総
論
(
昭
和
三
二
年
、
日
本
評
論
社
)
一
五
五
頁
、

な
ど
が
あ
る
。

し
か
し
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
こ
と
と
受
領
遅
滞
が
民
法
五
三
六
条
二
項
に
い
う
債
権
者
の
帰
責
事
由
に
当
た
る
か
と

い
う
こ
と
と
は
、
論
理
的
に
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
注

(
7
)
参
照
。

(
5
〉
た
と
え
ば
、
①
或
る
旅
行
社
が
日
帰
り
の
パ
ス
旅
行
を
企
画
し
、
目
的
地
に
あ
る
或
る
レ
ス
ト
ラ
ン
に
参
加
者
分
の
弁
当
を
手
配
(
注

文
)
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
目
的
地
に
向
か
う
途
中
で
道
路
の
陥
没
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
(
な
い
し
は
交
通
事
故
の
巻
添
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
予
定
通
り
契
約
の
時
聞
に
当
該
レ
ス
ト
ラ
ン
に
到
着
で
き
た
は
ず
な
の
に
、

こ
の
よ
う
な
事
情
で
そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
〉
。
そ
こ
で
そ
の
日
、
旅
行
社
は
、
参
加
者
に
当
該
レ
ス
ト
ラ
ン
で
昼
食
を
と
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
(
旅
行
社
側
に
責
に
帰
す
べ
き
事
由
の
な
い
受
領
遅
滞
〉
。
他
方
こ
れ
に
よ
り
、
レ
ス
ト
ラ
ン
側

で
は
、
そ
の
日
に
用
意
し
た
弁
当
を
と
う
と
う
廃
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
(
受
領
遅
滞
後
の
履
行
不
能
。
こ
れ
は
、
ロ
・
冨
包
日

ngw

∞
骨
肉
巾
円
]
山
岳
町
田
列
。

n
F
F
E
-
〉
え
-
-
u
E
g
・
ω
-
H
m
N
・
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
)
。
②
注
文
者
が
供
給
す

る
外
国
の
石
材
を
随
所
に
用
い
て
家
を
改
装
す
る
、
と
い
う
請
負
契
約
に
お
い
て
、
契
約
当
時
に
は
予
期
で
き
な
か
っ
た
そ
の
外
国
の
事

情
か
ら
当
該
石
材
の
入
手
が
容
易
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
注
文
者
が
未
だ
そ
れ
を
供
給
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
請
負
人
は
約
定
の
期
日

に
工
事
の
実
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
と
こ
ろ
、
近
隣
か
ら
火
が
出
て
、
改
装
の
対
象
た
る
当
該
家
屋
が
類
焼
し
て
し
ま

っ
た
(
注
文
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
)
。

以
上
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
社
側
は
、
も
し
レ
ス
ト
ラ
ン
側
が
弁
当
の
代
金
を
請
求
し
て
き
た
ら
、
そ
れ
を
支
払
わ
な
け
れ

27 
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ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
文
者
は
、
請
負
人
が
報
酬
を
請
求
し
て
き
た
ら
、
そ
れ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
稿
は
、
受
領
遅
滞
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
の
後
レ
ス
ト
ラ
ン
側
、
あ
る
い
は
請
負
人
側
の
債
務
が
履
行
不
能
に

な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
債
権
者
(
旅
行
社
・
注
文
者
)
側
に
帰
責
事
由
の
な
い
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
債
権
者
に
代
金
な
い
し
報

酬
の
支
払
を
命
ず
る
の
は
、
価
値
判
断
上
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
例
の
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
、

レ
ス
ト
ラ
ン
側
、
が
弁
当
を
作
る
の
に
要
し
た
材
料
費
分
と
か
、
請
負
人
が
工
事
を
行
う
た
め
に
予
め
準
備
に
要
し
た
費
用
等
に
つ
い
て
は
、

民
法
七

O
二
条
を
類
推
適
用
す
る
と
か
、
そ
れ
が
無
理
で
あ
る
な
ら
ば
最
終
的
に
は
信
義
則
を
用
い
て
、
レ
ス
ト
ラ
ン
側
や
請
負
人
側
に

そ
の
分
の
費
用
の
償
還
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
処
理
を
す
る
方
が
、
結
果
の
具
体
的
妥
当

性
と
い
う
見
地
か
ら
み
て
妥
当
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

の
み
な
ら
ず
、
民
法
の
危
険
負
担
に
関
す
る
建
前
か
ら
し
て
も
、
債
務
者
の
債
務
が
履
行
不
能
と
な
る
場
合
、
こ
れ
に
つ
き
彼
の
み
な

ら
ず
債
権
者
に
も
帰
責
事
由
が
な
い
な
ら
ば
、
原
則
は
危
険
負
担
債
務
者
主
義
(
民
法
五
三
六
条
一
項
)
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
事
例
の

場
合
、
受
領
遅
滞
中
に
履
行
不
能
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
〈
そ
し
て
履
行
不
能
に
つ
い
て
も
)
債
権
者
に
帰
責
事
由

が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
な
お
民
法
五
三
六
条
二
項
に
該
当
す
る
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
な
く
て
も

受
領
遅
滞
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
が
当
然
に
民
法
五
三
六
条
二
項
に
お
け
る
「
債
権
者
ノ
責
一
一
帰
ス
ヘ
キ
事
由
」
に
当
た
る
、
と
す
る
こ
と

は
無
理
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
(
な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
債
権
者
に
帰
責
事
由
の
な
い
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
な
お

民
法
五
三
六
条
二
項
の
「
債
権
者
ノ
責
一
一
帰
ス
ヘ
キ
事
由
」
に
該
当
す
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

後
に
本
文
で
も
改
め
て
触
れ
る
(
↓
4
参
照
己
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
五
三
六
条
一
項
と
は
別
の
、
受
領

遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
明
文
に
は
な
い
効
果
(
根
拠
)
に
も
と
づ
い
て
、
債
権
者
は
受
領
遅
滞
に
帰
責
事
由
が
な
く
て
も
、
そ
の

後
(
そ
の
間
)
に
お
け
る
債
権
者
・
債
務
者
と
も
に
帰
責
事
由
の
な
い
履
行
不
能
の
危
険
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
民
法

が
本
来
危
険
負
担
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
(
す
な
わ
ち
、
履
行
不
能
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
な
け
れ
ば
五
三
六
条
一
一
項
を
適
用
し
、

債
権
者
に
そ
れ
が
あ
れ
ば
五
三
六
条
二
項
を
適
用
す
る
)
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
上
に
つ
き
、
我
妻
・
新
訂
債

権
総
論
二
四
一
頁
以
下
、
同
・
債
権
各
論
上
巻
一
一
一
一
頁
、
さ
ら
に
は
幾
代
通
「
債
権
者
遅
滞
(
受
領
遅
滞
〉
を
め
ぐ
っ
て
」
月
刊
法
学

教
室
五
三
号
(
昭
和
六

O
年
〉
一
八
頁
(
本
論
稿
は
後
に
、
同
・
民
法
研
究
ノ

1
ト
(
昭
和
六
一
年
、
有
斐
閣
)
一
四
五
頁
以
下
に
収
録
)

の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
叙
述
内
容
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
一
方
が
負
担
す
る
給
付
が
、
相
手
方
が
受

領
遅
滞
に
あ
る
時
に
、
自
己
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
不
能
と
な
る
場
合
に
も
債
権
者
は
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
の
規
定
|
|
ド
イ
ツ
民
法
三
二
四
条
二
項
。
な
お
、
本
条
の
約
文
に
つ
い
て
は
、
椿
寿
夫
H
右
近
健
男
編
・
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論



受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー)

(
昭
和
六
コ
一
年
、
日
本
評
論
社
)
二
二

O
頁
参
照
1

ー
や
、
請
負
契
約
の
場
合
に
お
い
て
、
注
文
者
が
受
領
遅
滞
に
陥
る
な
ら
ば
危
険
は

彼
に
移
転
す
る
旨
の
規
定
|
|
ド
イ
ツ
民
法
六
四
四
条
一
項
二
文
|
ー
ー
が
あ
る
の
で
、
前
記
の
事
例
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
っ
て
債
権
者
(
旅
行
社
や
注
文
者
〉
が
危
険
を
負
担
す
べ
き
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
〈
mt
・
宮
注
目
。
ロ
タ
白
・
白
・

0
・

(
6
)

星
野
・
民
法
概
論

m
一
三
五
頁
、
一
一
一
一
七
頁
。

(
7
)

受
領
遅
滞
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
あ
る
場
合
に
そ
の
聞
に
履
行
不
能
が
生
じ
た
ら
、
そ
れ
は
な
お
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不

能
と
い
え
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
す
で
に
我
妻
博
士
の
つ
と
に
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
妻
博
士
は
周
知
の
よ
う

に
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
は
債
権
者
の
帰
責
事
由
を
要
す
る
と
の
立
場
(
債
務
不
履
行
説
〉
を
採
ら
れ
る
が
、
こ
の
立
場
を
前
提
に
し
て
、

受
領
遅
滞
後
の
履
行
不
能
の
場
合
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
言
及
さ
れ
、
「
履
行
の
提
供
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
受
領
さ
れ
な
い
で
い
る
聞
に
不

可
抗
力
に
よ
っ
て
履
行
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
受
領
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
づ
く
と
き
は
、

な
お
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
で
あ
る
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
我
妻
・
債
権
各
論
上
巻
一
一
一
一
頁
(
す
で
に
同
・

新
訂
債
権
総
論
二
四
二
頁
で
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
)
。

な
お
従
来
は
、
受
領
遅
滞
後
の
履
行
不
能
の
場
合
に
も
、
な
お
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
(
民
法
五
三
六
条
二
項
)
と
な
る

か
と
い
う
問
題
と
、
受
領
遅
滞
の
効
果
と
し
て
債
権
者
へ
の
危
険
移
転
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

前
提
に
立
っ
て
(
す
な
わ
ち
、
前
者
の
問
題
が
後
者
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
〉
、
受
領
遅
滞
に
基
づ
く
危
険
移
転
と
い
う
こ

と
を
論
じ
て
い
る
も
の
や
(
前
注

(
4
)
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
(
な
い
し
、
立
つ
と
思
わ
れ
る
)
も
の
と
し
て
挙
げ
た
諸
文

献
の
ほ
か
、
さ
ら
に
た
と
え
ば
、
浅
井
・
法
律
論
叢
七
巻
三
八
頁
(
註
一
五
)
|
|
な
お
、
同
教
授
の
『
勢
働
契
約
の
研
究
』
で
は
一
九

五
頁
註
一
五
、
『
労
働
契
約
の
基
本
問
題
』
で
は
二

O
三
頁
注
(
日
)
、
『
改
訂
増
補
労
働
契
約
の
基
本
問
題
』
で
は
二
三
五
頁
注
(
日
)
、

小
池
隆
了
債
権
法
総
論
(
昭
和
二
九
年
、
泉
文
堂
)
一
四
五
頁
、
片
山
金
章
「
受
領
遅
滞
(
債
権
者
遅
滞
)
」
民
法
演
習
皿
(
債
権
総
論
〉

(
昭
和
三
三
年
、
有
斐
閣
)
六
二
頁
以
下
、
永
田
菊
四
郎
・
新
民
法
要
義
(
第
三
巻
上
債
権
総
論
)
(
昭
和
三
六
年
、
帝
国
判
例
法
規
出
版

社
〉
一
三
三
頁
、
三
島
・
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
制
四
九
頁
以
下
、
明
石
三
郎
・
債
権
法
要
論
(
昭
和
三
八
年
、
有
斐
閣
〉
一
九
一
頁
、

金
山
正
信
・
債
権
総
論
(
昭
和
三
九
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
)
一
一
三
頁
、
な
ど
)
、
こ
れ
を
解
説
し
て
い
る
も
の
(
た
と
え
ば
新
田
孝
二

「
受
領
遅
滞
」
民
法
講
座
4
債
権
総
論
(
昭
和
六

O
年
、
有
斐
閣
〉
一

O
O頁
注
(
却
〉
に
お
け
る
我
妻
説
の
理
解
。
幾
代
・
前
掲
書
一

五
九
頁
も
こ
れ
に
属
す
る
か
)
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
不
受
領
ま
た
は
受
領
不
能
に
つ
い
て
債
権
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に

は
債
権
者
へ
の
危
険
移
転
の
効
果
が
生
じ
、
そ
の
後
に
不
可
抗
力
に
も
と
づ
く
履
行
不
能
が
生
じ
て
も
民
法
五
三
六
条
二
項
に
よ
っ
て
債

権
者
が
危
険
を
負
担
す
る
と
か
、
受
領
、
遅
滞
に
債
権
者
の
過
失
を
伴
わ
な
く
て
も
、
受
領
遅
滞
後
の
不
可
抗
力
に
よ
る
履
行
不
能
も
五
三

29 



30 

六
条
二
項
に
い
う
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
と
い
え
る
か
ら
、
受
領
遅
滞
に
は
危
険
移
転
の
効
果
が
生
ず
る
と
解
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
っ
た
趣
旨
の
叙
述
が
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
理
解
・
解
説

さ
れ
る
|
|
た
と
え
ば
新
田
上
掲
論
文
上
掲
箇
所
は
我
妻
説
に
つ
い
て
右
の
前
者
の
趣
旨
に
理
解
し
、
こ
れ
を
紹
介
・
批
判
す
る
|
|
。

け
れ
ど
も
、
本
稿
は
、
本
文
の
叙
述
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
右
の
二
つ
は
一
緒
く
た
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
の
前
提
に

立
つ
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
を
認
め
る
と
い
う
場
合
に
は
、
受
領
遅
滞
が
あ
る
と
こ
れ
に
よ
っ
て
危

険
が
債
権
者
に
移
転
す
る
か
ら
、
そ
の
後
に
履
行
不
能
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
す
で
に
生
じ
て
い
る
危
険
移
転
の
効
果
に
よ
っ
て
債
権
者
が

危
険
を
負
担
す
る
、
と
考
え
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
受
領
遅
滞
な
い
し
弁
済
の
提
供
か
ら
生
ず
る
効
果
を
問
題
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
根
拠
条
文
と
し
て
は
民
法
五
三
六
条
二
項
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
四
二
ニ
条
な
い
し
四
九
二

条
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
し
か
し
、
結
果
と
し
て
五
三
六
条
二
項
を
直
接
に
適
用
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も

の
だ
と
思
わ
れ
る

(
1
の
注

(
5
〉
参
照
〉
。
こ
れ
に
対
し
、
受
領
遅
滞
後
の
履
行
不
能
の
場
合
に
も
な
お
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行

不
能
(
民
法
五
三
六
条
二
項
〉
に
な
る
か
と
い
う
問
題
は
、
受
領
遅
滞
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
民
法
五
三
六
条
二
項
の
「
債
権
者
ノ
責

ニ
帰
ス
ヘ
キ
事
由
」
に
当
た
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
受
領
遅
滞
の
効
果
と
し
て
の

危
険
移
転
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
五
三
六
条
二
項
そ
の
も
の
の
適
用
の
可
否
を
正
面
か
ら
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

本
稿
は
、
右
の
二
つ
の
こ
と
を
一
緒
く
た
に
し
て
論
ず
る
こ
と
は
正
し
い
議
論
の
し
か
た
で
は
な
い
と
考
え
る
。
確
か
に
、
民
法
五
三
六

条
の
適
用
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
い
て
、
原
則
は
五
三
六
条
一
項
で
あ
る
が
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
あ
れ
ば
彼
に
危
険
が
移
転
し
て
同

条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
表
現
が
今
日
で
も
慣
用
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
と
、
本
来
の
意
味
で
の

受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
(
を
認
め
る
べ
き
か
)
と
い
う
問
題
と
は
意
識
の
上
で
は
厳
格
に
区
別
し
て
お
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
(
民

法
五
三
六
条
二
項
の
帰
責
事
由
を
充
た
せ
ば
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
危
険
が
移
転
す
る
、
と
表
現
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
言
葉

の
問
題
|
|
言
葉
の
あ
や
ー
ー
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
質
は
、
た
だ
単
に
、
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
な
け
れ
ば
原
則
規
定
た
る
民
法
五
三
六

条
一
一
慣
が
適
用
に
な
り
、
債
権
者
に
そ
れ
が
あ
れ
ば
五
三
六
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
)
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
こ
れ
を
正
面
か
ら
区
別
し
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
こ
と
と
、
受
領
遅
滞
中
に
履
行
不
能
と
な
っ
た
こ
と
が
民
法
五
三
六
条
二

項
に
該
当
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
区
別
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
す
る
と
、
通
説
に
お
け
る
法
律
構
成
と
し
て
は
、
さ
ら
に
、

こ
の
後
者
の
方
の
問
題
に
着
目
し
た
構
成
も
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
4
で
検
討
す
る
。

(
8
)

ち
な
み
に
、
こ
の
こ
と
は
、
我
妻
博
士
を
代
表
と
す
る
伝
統
的
な
債
務
不
履
行
説
の
立
場
で
は
当
然
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う



受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について〈一〕31 

の
は
、
伝
統
的
な
債
務
不
履
行
説
の
立
場
で
は
、
受
領
遅
滞
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
受
領
遅
滞
は
成
立
し
な
い
か

ら
、
こ
こ
に
お
い
て
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
、
受
領
拒
絶
も
し
く
は
受
領
不
能
に
債
権
者
の
帰
責

事
由
が
あ
る
場
合
に
(
つ
ま
り
、
伝
統
的
な
債
務
者
不
履
行
説
の
立
場
で
い
う
受
領
遅
滞
の
場
合
に
〉
、
そ
の
後
に
お
い
て
不
可
抗
力
に
よ

る
履
行
不
能
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
(
民
法
五
三
六
条
二
項
の
問
題
)
と
し
て
扱
う
の
だ
か
ら

で
あ
る
(
た
と
え
ば
、
前
注

(
7
〉
に
も
挙
げ
た
我
妻
・
新
訂
債
権
総
論
二
四
二
頁
、
同
・
債
権
各
論
上
巻
一
一
一
一
頁
、
参
照
。
な
お
、

す
で
に
奥
田
・
注
釈
民
法
側
二
五
八
頁
も
、
伝
統
的
な
債
務
不
履
行
説
で
は
「
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
の
移
転
と
い
う
こ
と
を
い
わ
な
い

で
、
も
つ
ば
ら
5
3
6
条
2
項
の
問
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
解
説
す
る
)
|
|
た
だ
し
、
本
稿
は
、
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行

不
能
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
意
味
は
、
「
債
権
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
受
領
遅
滞
で
あ
っ
た
こ
と
」
に
よ
っ
て
結
局
履
行
不
能
と
な
っ
た

の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
民
法
五
三
六
条
二
項
に
い
う
「
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
よ
る
履
行
不
能
と
い
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
債
権
者
に
「
帰
責
事
由
」
あ
る
受
領
遅
滞
中
に
「
履
行
不
能
」
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
端
的
に

「
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
(
五
三
六
条
二
項
〉
」
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
事
態
は
、
債
権

者
の
帰
責
事
由
が
直
接
に
履
行
不
能
に
寄
与
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
「
債
権
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
受
領
遅
滞
」
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
原
因
で
履
行
不
能
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
(
か
か
る
受
領
遅
滞
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
履
行
不
能
は

生
じ
な
か
っ
た
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
受
領
遅
滞
」
に
よ
っ
て
履
行
不
能
が
生
じ
た
の
で
、

こ
れ
を
も
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
に
当
た
る
と
み
る
、
と
言
う
方
が
素
直
で
あ
り
、
我
妻
説
の
意
味
も
こ
れ
で
あ
る
と
理
解

す
る
も
の
で
あ
る
|
|
。

本
稿
は
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
つ
い
て
伝
統
的
な
債
務
不
履
行
説
に
立
つ
場
合
だ
け
で
な
く
、
法
定
責
任
説
の
立
場
や
、
星
野
教
授
の

よ
う
に
効
果
の
面
か
ら
ま
ず
考
え
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
場
合
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
受
領
遅
滞
の
効
果
と
し
て
は
債
権
者
へ
の
危
険
移

転
と
い
う
こ
と
を
い
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
受
領
遅
滞
の
法
的
性
質
に
つ
き
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
(
な
い
し
中
間
説
、
す
な
わ
ち
、
「
引
取
」
と
「
受
領
」
と
を
区
別
し
、
一
般

的
に
は
受
領
義
務
を
認
め
な
い
が
、
売
買
・
請
負
・
寄
託
の
場
合
に
限
り
、
信
義
則
に
も
と
づ
く
附
随
義
務
と
し
て
買
主
・
注
文
者
・
寄

託
者
に
目
的
物
を
現
実
に
引
き
取
る
義
務
を
認
め
る
説
〉
に
与
さ
れ
る
水
本
教
授
は
、
近
時
、
「
た
と
え
ば
、

A
が
B
の
作
業
場
で
数
日
働

く
契
約
が
成
立
し
た
の
で
、

A
は
B
の
作
業
場
に
赴
い
た
が
、

B
が
作
業
の
日
取
を
忘
れ
て
旅
行
に
出
た

(
B
の
受
領
遅
滞
〉
。

A
は
作
業

に
着
手
で
き
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
間
も
な
く
不
可
抗
力
で
右
作
業
場
が
焼
失
し
た
場
合
に
は
、

A
は
賃
金
請
求
権
を
有
す
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
受
領
遅
滞
が
危
険
負
担
の
移
転
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
五
三
六
条
二
項
が
適
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用
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
結
論
と
し
て
は
、
危
険
負
担
の
移
転
は
受
領
遅
滞
の
効
果
で
も
弁
済
提
供
の
効
果
で
も
な
く
」
五
三
六
条
に
よ

っ
て
処
理
さ
れ
る
と
い
え
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
(
水
本
浩
・
債
権
総
論
(
平
成
元
年
、
有
斐
閣
〉
六
八
頁
〉
。
し
か
し
、
こ
の
例
は
、
危

険
移
転
が
受
領
遅
滞
の
効
果
で
な
い
と
す
る
た
め
に
挙
げ
る
例
と
し
て
は
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
例
に

お
い
て
民
法
五
三
六
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
に
は
こ
つ
の
構
成
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
債

権
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
受
領
遅
滞
中
に
履
行
不
能
が
生
じ
た
の
だ
か
ら
、
「
債
権
者
に
帰
責
事
由
あ
る
受
領
遅
滞
」
が
民
法
五
三
六
条
二

項
の
帰
責
事
由
を
充
た
す
と
考
え
る
方
法
。
そ
の
こ
は
、
こ
の
例
で
は
労
働
債
務
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
労
働
債
務
に
は
時
間
の
要
素

と
の
結
び
付
き
が
あ
る
の
で
、

B
は
A
が
旅
行
に
出
た
こ
と
に
よ
り
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
。
そ
し
て
、

B
が
こ
う
な
る
に
つ
い

て
A
に
帰
責
事
由
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

A
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
と
し
て
直
接
五
三
六
条
二
項
が
適
用
に
な
る
、
と
考
え
る
方
法
。

第
一
の
考
え
方
の
場
合
に
は
、
本
文
に
お
い
て
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
を
否
定
す
る
際
に
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、

債
権
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
な
の
だ
か
ら
敢
え
て
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、

受
領
遅
滞
に
よ
る
こ
の
効
果
を
否
定
す
る
議
論
と
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
が
、
第
二
の
考
え
方
の
場
合
に
は
、
か
か
る
議
論
と
は
な
ら
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
(
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
お
よ
び
、
す
ぐ
後
に
本
文
で
奥
田
教
授
の
見
解
を
検
討
す
る
中
で
、
明
ら
か
に

す
る
)
。
そ
し
て
、
本
稿
は
、
水
本
教
授
の
挙
げ
ら
れ
る
右
の
例
の
場
合
の
解
決
の
仕
方
は
、
第
二
の
考
え
方
に
よ
る
べ
き
だ
と
思
う
(
第

二
節
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
受
領
遅
滞
に
危
険
移
転
の
効
果
は
な
い
こ
と
を
論
ず
る
場
合
に
挙
げ
る
例
と
し
て
、
こ
れ
を
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

奥
田
教
授
の
理
論
構
成
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
近
時
、
奥
田
教
授
が
通
説
の
立
場
か
ら
の
明
快
な
法
律
構
成
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。
奥
田
教
授
は
、
特
に
雇
用
・
労
働
契
約
の
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
受
領
遅
滞
と
危
険
負
担
と
の
関
係
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

教
授
は
、
雇
用
・
労
働
契
約
が
一
般
に
は
継
続
的
契
約
関
係
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
こ
で
は
労
働
者
の
債
務
(
労
務
給
付
)

に
時
間
の
要
素
と
の
結
び
付
き
が
あ
る
点
を
考
慮
し
て
所
説
を
展
開
さ
れ
る
。
奥
田
説
を
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
休
業

3 )
 

咽・i(
 

の
事
例
に
当
て
は
め
て
紹
介
す
る
な
ら
ば
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ー
ー
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工
場
が
焼
失
し
、
あ
る
い
は
、
資
材
が
中
絶
し
て
し
ま
い
使
用
者
が
労
働
者
の
就
業
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態

は
(
領
域
説
に
よ
っ
て
)
受
領
遅
滞
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
受
領
遅
滞
に
は
債
権
者
へ
の
危
険
移
転
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。

他
方
、
雇
用
・
労
働
契
約
で
は
労
働
者
の
債
務
は
時
間
の
要
素
と
結
び
付
い
て
い
る
か
ら
、
使
用
者
の
休
業
に
よ
り
そ
の
聞
に
給
付
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
労
働
者
の
債
務
は
、
直
ち
に
不
能
を
来
し
て
い
く
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雇
用
・
労
働
契
約

に
お
け
る
労
働
者
の
債
務
は
、
同
じ
も
の
を
後
に
繰
り
延
べ
て
給
付
で
き
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
(
労
務
給
付
の
絶
対
的
定
期

行
為
性
)
、
の
ち
に
再
び
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
彼
の
給
付
す
る
債
務
は
ま
っ
た
く
別
の
新
た

な
も
の
で
あ
る
。
再
び
働
く
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
彼
の
債
務
は
時
の
経
過
と
と
も
に
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
す
る
に
、
休
業
の
場
合
の
危
険
負
担
問
題
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
者
の
労
務
給
付
に
つ
い

て
の
使
用
者
の
受
領
遅
滞
が
、
直
ち
に
労
働
者
の
労
務
給
付
に
つ
い
て
そ
の
履
行
不
能
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
事
態
を
捉
え
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
結
局
こ
こ
で
は
、
労
働
者
は
、
使
用
者
の
受
領
遅
滞
が
続
く
限
り
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
(
受
領
遅

滞
に
よ
る
危
険
移
転
直
後
の
履
行
不
能
)
を
理
由
と
し
て
、
〈
現
実
の
労
働
を
な
さ
ず
し
て
)
賃
金
請
求
権
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
も
し
も
受
領
不
能
が
永
続
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
使
用
者
と
し
て
は
雇
用
・
労
働
契
約
関
係
を
民
法
六
二
八
条
に
よ
っ
て
終
了

さ
せ
る
ほ
か
は
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
こ
の
奥
田
教
授
の
見
解
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

2
に
お
い
て
通
説
の
理
論
構
成
を
対
象
と
し
て
本

稿
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
際
に
は
、
雇
用
・
労
働
契
約
に
お
け
る
特
質
を
顧
慮
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
、
す
な
わ
ち
、
雇
一
用
・
労

働
契
約
が
一
般
に
継
続
的
契
約
関
係
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
こ
で
は
時
間
と
い
う
も
の
が
重
要
な
要
素
を
な
す
点
を
顧

慮
し
て
は
い
な
い
と
こ
ろ
の
通
説
の
理
論
構
成
に
即
し
て
叙
述
を
行
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
実
は
本
稿
も
、
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険

負
担
問
題
の
処
理
を
考
え
る
際
に
は
、
雇
用
・
労
働
契
約
に
お
け
る
右
の
特
質
を
顧
慮
し
、
問
題
の
処
理
に
際
し
て
着
目
す
べ
き
履
行

不
能
と
し
て
、
休
業
に
よ
り
労
働
者
が
現
実
に
労
働
で
き
な
い
問
、
彼
の
労
務
供
給
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く
と
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い
う
意
味
で
の
履
行
不
能
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
方
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
学
説
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
議
論
で

は
、
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
を
考
え
る
際
に
も
雇
用
・
労
働
契
約
に
お
け
る
右
の
特
質
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、

と
も
す
る
と
「
履
行
不
能
」
を
単
に
漠
然
と
捉
え
て
い
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
、
患
者
の
死
亡

の
よ
う
な
一
目
的
な
契
約
関
係
に
お
け
る
事
例
と
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
継
続
的
な
、
し
か
も
労
働
契
約
関
係
に
属
す

る
事
例
と
を
一
緒
く
た
に
し
て
論
じ
、
こ
れ
ら
の
場
合
が
受
領
遅
滞
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
「
履
行
不
能
」
で
あ
る
の
か
を
問
題
と
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
休
業
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
正
確
に
は
正
し
い
問

題
設
定
の
仕
方
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
危
険
負
担
問
題
の
処
理
を
検
討
す
る
に
際
し
て
着
目
す
べ
き
「
履
行

不
能
」
を
よ
り
細
か
く
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
者
の
給
付
す
べ
き
債
務
が
時
間
の
要
素
と
結
び
付
い
て
い
る
た
め
に

労
働
者
が
実
際
に
労
働
で
き
な
い
問
、
彼
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
休
業
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
意
味
で
の
履
行
不
能
に
対
し
て
労
働
者
は
対
価
を
請
求
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
危

険
負
担
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
稿
と
し
て
は
、
先
に
2
で
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
け
で
は
、
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
対

す
る
考
え
方
と
し
て
な
お
不
十
分
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
で
は
、
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険

負
担
問
題
を
検
討
す
る
に
際
し
て
着
目
す
べ
き
履
行
不
能
を
、
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
問
題
と
な
る
履
行
不
能
と
同
一

の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
前
提
の
下
で
考
え
方
を
提
示
し
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
奥
田
教
授
の
所
説
に
焦
点
を
当
て

な
が
ら
、
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
本
稿
の
真
に
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い
。

ω
さ
て
、
右
の
よ
う
に
本
稿
は
、
奥
田
教
授
が
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の

処
理
を
考
え
る
に
当
た
り
、
雇
一
用
・
労
働
契
約
関
係
が
一
般
に
継
続
的
契
約
関
係
に
属
し
、
か
っ
、
そ
こ
で
は
労
働
者
の
債
務
に
時
間

の
要
素
と
の
結
び
付
き
が
あ
る
た
め
に
、
問
題
の
処
理
に
際
し
て
着
目
す
べ
き
履
行
不
能
と
し
て
、
休
業
に
よ
り
労
働
者
が
現
実
に
労
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働
で
き
な
い
問
、
彼
の
労
務
供
給
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
の
履
行
不
能
を
考
え
る
点
を
高
く
評

価
し
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
の
先
で
あ
り
、
危
険
負
担
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
奥
田
教
授
の
よ
う
に
受
領
遅
滞

と
い
う
評
価
を
介
在
さ
ぜ
て
い
く
こ
と
が
適
切
で
あ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
本
稿
は
、
先
に
、
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
の

は
、
た
と
え
ば
患
者
の
死
亡
の
例
で
い
え
ば
、
患
者
側
が
手
術
当
日
に
な
っ
て
そ
れ
を
拒
み
ハ
あ
る
い
は
や
む
を
得
な
い
事
情
で
当
日

病
院
に
行
け
な
く
な
り
、
そ
う
こ
う
す
る
聞
に
患
者
が
死
亡
す
る
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
時
間
的
に
い
っ
て
ま
ず
受
領
遅
滞
が
先
行

し
、
そ
の
あ
と
に
履
行
不
能
が
生
ず
る
場
合
を
指
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
で
は
、
工
場
が
焼
失
す
る
と
か
資
材
が
中
絶
す
る

と
い
っ
た
休
業
の
場
合
に
は
、
右
の
よ
う
な
い
わ
ば
典
型
的
な
形
で
の
受
領
遅
滞
中
(
受
領
遅
滞
後
)
の
履
行
不
能
と
い
う
現
象
が
生
じ

る
こ
と
が
果
た
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
き
わ
め
て
薄
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
患
者
側
が
手
術
を
拒
ん
だ
の
ち
に
死
亡
す
る
と
い
う
例
に
工
場
が
焼
失
す
る
と
い
う

事
例
を
対
応
さ
せ
て
い
え
ば
、
使
用
者
が
不
当
に
労
働
者
の
労
務
給
付
の
受
領
を
拒
絶
し
て
い
る
聞
に
工
場
が
近
隣
の
火
事
に
巻
き
込

ま
れ
て
焼
失
す
る
と
い
う
の
が
、
た
と
え
ば
そ
の
例
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
(
こ
の
例
は
2
で
通
説
の
理
論
構
成
を
検
討
し
た

と
き
に
も
す
で
に
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
〉
、
し
か
し
、
こ
の
ケ

1
ス
に
お
い
て
は
、
工
場
が
焼
け
る
前
に
も
、
す
な
わ
ち
使
用
者
が
労
務
給

付
の
受
領
を
拒
ん
で
い
る
聞
に
も
、
労
働
者
の
債
務
は
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
す
で
に
危

険
負
担
の
問
題
が
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
右
の
例
で
は
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
近
隣
か
ら
の
出
火
に
よ
り
工
場
が
焼
失
し
て

し
ま
う
わ
け
で
あ
る
が
、
工
場
が
焼
失
す
る
と
い
う
出
来
事
は
、
そ
れ
以
前
に
使
用
者
に
よ
る
労
務
の
受
領
拒
絶
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

と
は
無
関
係
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
(
使
用
者
の
受
領
拒
絶
と
工
場
焼
失
と
の
聞
に
は
因
果
関
係
は
な
い
。
つ
ま
り
、
使
用
者
の
受
領
拒
絶
が
あ
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っ
た
か
ら
工
場
焼
失
が
生
じ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
)
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ま
ず
患
者
側
が
手
術
を
拒
み
次
い
で
死
亡
す
る
と
い
う
例
や
、

た
と
え
ば
、
特
定
動
産
の
売
買
に
お
い
て
当
事
者
が
危
険
移
転
の
時
期
を
た
と
え
ば
引
渡
(
あ
る
い
は
受
取
〉
の
と
き
と
特
約
し
て
い
る

と
き
に
買
主
に
受
領
遅
滞
が
あ
り
、
そ
の
聞
に
売
買
目
的
物
が
両
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
よ
り
滅
失
し
て
し
ま
っ
た
(
こ
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こ
で
は
買
主
の
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
と
の
聞
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
〉
、
と
い
う
場
合
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
工
場
の
焼

失
以
降
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
度
は
、

工
場
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
そ
の
間
の
危
険
負
担
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
を
考
え
て

い
く
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
(
工
場
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
労
働
者
の
労
務
給
付
は
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
労
働
者

は
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
ど
う
か
の
問
題
が
生
ず
る
〉
。
そ
し
て
、
工
場
の
焼
失
以
降
に
つ
い
て
の
こ
の
問
題
状
況
は
、
単
に

工
場
が
焼
失
し
た
場
合
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ま
ず
使
用
者
が
労
務
給
付
の
受
領
を
拒
み
次

い
で
そ
の
聞
に
工
場
が
焼
け
る
と
い
う
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
生
じ
る
の
は
、
ま
ず
患
者
側
が
手
術
を
拒
み
(
あ
る
い
は
や
む
を
得

な
い
事
情
で
当
日
病
院
に
行
け
な
く
な
り
)
、
そ
う
こ
う
す
る
聞
に
患
者
が
死
亡
す
る
、
と
い
う
場
合
と
パ
ラ
レ
ル
な
現
象
で
は
な
い
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、

工
場
が
焼
失
す
る
な
ど
、
要
す
る
に
休
業
の
場
合
に
お
い
て
生
ず
る
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の

受
領
遅
延
中
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
(
あ
る
い
は
、
使
用
者
が
労
務
の
受
領
を
拒
ん
で
い
る
の
で
労
働
者
が
現
実
に
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
場
合
に
生
ず
る
、
受
領
拒
絶
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
中
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
)
と
い
う
現
象
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
右
の
よ
う
な
現
象
を
も
、
通
常
一
般
に
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
現
象
と
し
て

想
定
さ
れ
る
事
態
、
し
た
が
っ
て
即
ち
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
を
論
ず
る
際
に
通
常
想
定
さ
れ
る
受
領
遅
滞
中
の

履
行
不
能
と
い
う
事
態
と
同
一
に
取
り
扱
う
こ
と
は
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
休
業
の
た
め
に
使
用
者
が
労
働
者
の
就
業
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
(
あ
る
い
は
、
使
用
者
の
労
務
受
領
拒
絶
の
た
め

に
労
働
者
が
現
実
に
就
労
で
き
な
い
場
合
に
は
)
右
の
よ
う
に
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
(
あ
る
い
は
受
領
拒
絶
と
い
う
意
味
で
の
)
受
領

遅
延
中
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
い
う
現
象
が
生
ず
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
を
l

|
そ
れ
を

認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
を
含
め
て
|
|
論
ず
る
際
に
通
常
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
う
事
態
(
こ
れ
ま
で
に

挙
げ
て
き
た
例
で
い
え
ば
、
患
者
側
が
や
む
を
得
な
い
事
情
か
ら
当
日
病
院
に
行
け
な
く
な
り
、
あ
る
い
は
患
者
側
が
手
術
を
拒
み
、
そ
う
こ
う
す



る
聞
に
患
者
が
死
亡
す
る
と
い
う
場
合
〉
と
同
一
視
し
(
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
)
、
こ
れ
に
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
の

効
果
を
結
び
付
け
る
試
み
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
労
働
者
は
、
休
業
が
な
け
れ
ば
(
あ
る
い
は
使
用
者
が
労
務
の

受
領
を
拒
ま
な
け
れ
ば
〉
そ
の
間
現
実
に
働
く
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
確
か
に
こ
の
意
味
で
は
、
使
用
者
の
受
領

遅
延
と
労
働
者
の
履
行
不
能
と
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
労
働
債
務
に
は
絶
対
的
定
期
行
為
と
い
う
性
質

が
あ
る
た
め
に
、
使
用
者
の
受
領
遅
延
中
に
必
然
的
に
労
働
者
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
法
的
状
況
は
、
受
領
遅
延
の
後
に
履
行
不
能
が
生
ず
る
と
い
う
よ
り
も
、
受
領
遅
延
の
進
行
と
歩
を
同
じ
く

し
て
労
働
者
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
、
使
用
者
側
の
受
領
遅
延
状
況
を
敢
え
て
受

領
遅
滞
と
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
が
同
時
に
、

か
っ
、
双
方
が
独
立
し
て
成
立
・
存
在
し
合
う
関
係
で
あ

る
と
見
る
の
が
む
し
ろ
素
直
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
つ
ま
り
、
受
領
遅
滞
中
に
た
ま
た
ま
不
可
抗
力
で
債
務
者
の
債
務
が
履
行
不
能
と
な
る
と

い
う
場
合
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
と
の
聞
に
因
果
関
係
の
あ
る
場
合
、
と
は
違
う
)
。
工
場
焼
失
の
場
合
で
は
、

労
働
者
は
そ
の
後
に
お
い
て
工
場
の
操
業
が
再
開
さ
れ
、
再
び
使
用
者
の
下
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
(
あ
る
い
は

使
用
者
の
受
領
拒
絶
の
場
合
で
は
、
使
用
者
が
拒
絶
を
解
い
て
再
び
労
務
を
受
け
容
れ
る
ま
で
の
間
)
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
の
で
あ

り
、
他
方
、
こ
の
間
の
使
用
者
側
の
状
況
は
、
敢
え
て
い
え
ば
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
(
あ
る
い
は
受
領
拒
絶
と
い
う
意
味
で
の
)

受
領
遅
滞
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
の
が
素
直
で
あ
る
と
思
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
種
の
受
領
遅

延
中
の
履
行
不
能
は
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
「
移
転
」
と
い
う
効
果
を
考
え
る
こ
と
に
そ
も
そ
も
馴
染
み
に
く
い
の
で
は
あ
る
ま
い

4μ 

と
こ
ろ
で
、
奥
田
教
授
の
見
解
は
、

工
場
が
焼
失
し
て
し
ま
い
、
あ
る
い
は
、
資
材
が
中
絶
し
て
し
ま
っ
て
使
用
者
が
労
働
者
の
就

37 

労
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
状
態
を
受
領
遅
滞
中
に
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
が
生
ず
る
場
合
で
あ
る
と
把
握
し
、
ま

さ
に
こ
れ
を
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
の
効
果
に
結
び
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
休
業
の
場
合
に
生
ず
る
現
象
(
受
領
不
能
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と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
中
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
〉
を
、
ま
ず
受
領
遅
滞
が
生
じ
、
次
い
で
か
く
す
る
聞
に
履
行
不
能
が
生
ず
る
と
い

う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
同
一
に
取
り
扱
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
奥

田
教
授
の
理
論
構
成
は
、
本
来
そ
も
そ
も
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
構
成
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
親
し
み
に
く
い
現
象
(
受
領

遅
延
中
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
)
に
こ
の
構
成
を
結
び
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
不
自
然
な
い
し
擬
制
に
す
ぎ
る
と
評
価
せ
ざ
る
を
得

E

、。

φ
j

刊、hw以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
休
業
の
場
合
に
は
1

l敢
え
て
い
え
ば
受
領
遅
滞
と
労
働
者
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
が
併
存
し

て
い
る
だ
け
の
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
適
切
で
な
く
、
ま
た
、
使

用
者
側
が
置
か
れ
て
い
る
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
と
い
う
状
態
そ
の
も
の
か
ら
は
危
険
負
担
に
つ
い
て
の
結
論
は
何
も

引
き
出
さ
れ
て
は
こ
な
い
の
だ
か
ら
|
|
こ
の
場
合
の
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
休
業
の
聞
に
労
働
者
が
時
々
刻
々
と
履

行
不
能
と
な
る
と
い
う
点
に
の
み
着
目
し
、
こ
の
意
味
で
の
履
行
不
能
に
対
し
て
使
用
者
は
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

ど
う
か
を
考
え
て
い
く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
が
、
工
場
の
焼
失
、
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
休
業
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
対
す
る
本
稿
の
基
本
的
な
方
向
・

態
度
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
い
う
だ
け
で
は
、
な
お
奥
田
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
の
評
価
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
工
場
の
焼
失
の
場
合
に
お
い
て
、
先
ず
使
用
者
の
受
領
拒
絶
が
あ
り
次
い
で
工
場
が
焼
失
す
る
場
合
で

も
、
そ
こ
で
想
定
し
う
る
の
は
常
に
、
受
領
拒
絶
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
の
進
行
と
同
時
に
、
そ
し
て
焼
失
以
降
に
つ
い
て
は
受

領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
の
進
行
と
同
時
に
、
労
働
者
の
債
務
の
履
行
不
能
〈
時
々
刻
々
履
行
不
能
〉
が
生
じ
て
い
く
と
い
う

現
象
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
労
働
契
約
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
を
考
え
る
場
合
に
念
頭
に
置
く



ベ
き
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
、
使
用
者
が
労
働
者
の
就
労
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
労
働
者
が
仕
事
に
就

け
な
い
と
い
う
聞
に
、
あ
る
い
は
工
場
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
使
用
者
が
労
働
者
の
就
業
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
間

に
生
ず
る
現
象
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、

と
の
考
え
方
が
主
張
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
考
え
方
が
成
り
立
つ
場
合
に
は
、
奥
田
教
授
の
見
解
に
は
立
論
の
根
拠
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、

し
た
が
っ
て
、
奥
田
説
を
批
判

す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
、
休
業
の
場
合
に
お
い
て
生
ず
る
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
中
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
い
う

現
象
を
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
通
常
一
般
に
念
頭
に
置
か
れ
る
と
こ
ろ
の
受
領
遅
滞
中
の
履

受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕

行
不
能
と
同
等
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

な
お
危
険
負
担
問
題
の
処
理
の
た
め
に
受
領
遅
滞
を
介
在

さ
せ
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
こ
と
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
本
稿
の
立
場
は
、
つ
ぎ
の
川
で
あ
る
。

(3) 

も
し
仮
に
、
休
業
の
場
合
に
お
い
て
生
ず
る
受
領
遅
延
中
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
に
取
り

扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
奥
田
教
授
の
見
解
は
、
「
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
し
と
い
う
効
果
を
肯
定
す
る
前
提
の

上
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
」
と
い
う
効
果
を
認
め
る
こ
と
自
体
に
疑
問
が
あ

る
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
2
の
凶
で
述
べ
た
と
こ
ろ
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
)
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
休
業
の
場
合
に
生
ず
る
現
象
を

右
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
得
た
と
し
て
も
、
結
局
、
「
受
領
遅
滞
」
と
い
う
使
用
者
側
の
状
態
は
、
危
険
負
担
の
問
題
を
処
理
す
る

に
当
た
り
、
着
目
す
る
意
味
の
な
い
「
事
実
状
態
」
な
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
結
局
は
、

労
働
者
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
点
に
の
み
着
目
し
て
こ
れ
を
行
な
う
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
も
っ
と
も
本
稿
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
右
の
附
の
よ
う
な
議
論
は
こ
れ
を
展
開
す
る
ま
で
も
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
先
ず
使
用
者
の
受
領
拒
絶
が
あ
り
、
次
い
で
工
場
が
焼
失
す
る
場
合
に
も
、
そ
こ
で
想
定
し
う
る
の
が
、
常
に
受
領
遅
延
の

39 

進
行
と
同
時
に
労
働
者
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
と
い
う
現
象
だ
け
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を
、

通
常
一
般
に
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
わ
れ
る
事
態
と
同
一
視
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
に
論
理
的
に
つ
な
が
り
う
る
の
か
。
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い
い
か
え
れ
ば
、
使
用
者
が
受
領
拒
絶
後
に
受
領
不
能
と
な
る
場
合
に

も
、
受
領
拒
絶
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
の
進
行
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
の
進
行
と
同
時

に
、
労
働
者
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
と
い
う
現
象
が
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
受
領
遅
延
中
の
時
々
刻
々

履
行
不
能
と
い
う
現
象
を
通
常
一
般
に
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
わ
れ
る
事
態
と
同
一
視
し
う
る
こ
と
の
理
由
付
け
と
な
り
う
る

の
か
は
大
い
に
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
大
い
に
疑
問
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

、主

(
1
)

奥
田
・
債
権
総
論

ω二
二
九
頁
以
下
、
同
・
注
釈
民
法
帥
二
六

O
頁
以
下
。

(
2
〉
し
た
が
っ
て
、
問
題
設
定
の
し
か
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
工
場
の
焼
失
と
か
患
者
の
死
亡
な
ど
の
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担

問
題
を
処
理
す
る
に
つ
い
て
は
、
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
履
行
不
能
と
評
価
し
(
患
者
の
死
亡

の
よ
う
な
場
合
〉
も
し
く
は
債
務
者
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
に
な
る
と
い
う
点
に
の
み
着
目
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
(
工
場
焼
失
の
よ

う
な
場
合
〉
」
と
問
う
の
が
正
し
い
問
題
設
定
の
し
か
た
で
あ
る
と
考
え
る
。

(
3
〉
雇
用
・
労
働
契
約
が
一
般
に
は
継
続
的
契
約
関
係
で
あ
り
、
か
っ
そ
こ
で
は
労
働
者
の
債
務
(
労
務
給
付
)
に
時
間
の
要
素
と
の
結
び

付
き
が
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
浅
井
・
法
律
論
叢
七
巻
八
号
二
三
頁
(
な
お
、
八
木
『
努
働
契
約
の
研
究
』
一
七
人
頁
、
浅
井
『
労

働
契
約
の
基
本
問
題
』
八
九
一
頁
、
同
『
改
訂
増
補
労
働
契
約
の
基
本
問
題
』
二
二
一
頁
〉
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
浅
井
教

授
は
こ
の
指
摘
を
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
司
・

o
m
2
5白ロ
P
T川目印
E
ロ
ぬ
印
ロ
ロ
自
α
m
-
w
F
W
O
R
ロ
ロ
仏
〉
ロ
ロ
同
町
B
0
4巾
円

NCmw
〉
n
H
)

・回仏
-
H
H
少

ω・ば・

が
す
で
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
参
考
に
し
て
叙
述
し
て
お
ら
れ
る
)
。
し
か
し
、
浅
井
教
授
は
、
危
険
負
担
の
問
題
を
実
際
に
議
論
す
る

中
で
は
、
工
場
の
焼
失
の
よ
う
な
場
合
と
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
と
を
同
一
レ
ベ
ル
に
置
い
て
論
じ
、
そ
れ
が
受
領
遅
滞
(
受
領
不

能
〉
か
「
履
行
不
能
」
(
浅
井
教
授
は
給
付
不
能
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
が
)
か
を
問
題
に
し
て
お
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の

形
で
の
議
論
の
し
か
た
が
、
わ
が
国
で
は
後
々
引
き
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
今
日
の
労
働
法
学
者
の
中
で
は
、
下
井
隆
史
教
授
が
労
働
債
務
の
絶
対
的
定
期
行
為
性
に
積
極
的
に
着
目
さ
れ
、
労
働
債
務
に

お
け
る
こ
の
性
質
を
論
旨
の
基
礎
に
据
え
て
、
す
で
に
い
ち
早
く
「
休
業
と
賃
金
請
求
権
」
の
問
題
に
関
し
て
危
険
負
担
論
を
展
開
し
て

こ
ら
れ
て
い
る
。
下
井
説
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
取
り
上
げ
る
(
第
四
款
)
。



受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー)

(
4
〉
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
台
風
に
よ
り
数
日
間
停
電
が
生
じ
、
そ
の
問
機
械
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
ず
る
、
と
い

う
よ
う
な
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
も
同
じ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
使
用
者
側
の
協
力
行
為
(
工
場
の
設
備
な
い
し
建
物
そ
の
も
の
を
整
備
・

維
持
す
る
こ
と
、
原
料
や
資
材
を
調
達
す
る
こ
と
、
電
力
を
確
保
す
る
こ
と
、
な
ど
)
が
不
能
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
労
働
者
に

は
債
務
履
行
の
用
意
(
能
力
お
よ
び
準
備
)
は
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
就
労
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
場
合
の
こ
と
で

あ
る
。

(
5
)

そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
受
領
遅
滞
概
念
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
労
働
者
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
と
、
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
あ
る
と
い
う
点
に
の
み
着
目
し
て
、
端
的
に
、
民
法
五
三
六
条
二
項
を
適
用
す
れ
ば
よ
い

と
考
え
る
(
こ
の
点
に
関
す
る
よ
り
詳
し
い
議
論
は
本
章
第
二
節
参
照
)
。

な
お
、
近
時
、
た
と
え
ば
、
小
野
秀
誠
「
行
為
給
付
と
危
険
負
担
(
二
・
完
〉
」
商
学
論
集
(
福
島
大
学
)
五
二
巻
三
号
(
昭
和
五
九
年
)

一
五
七
頁
以
下
、
半
田
士
口
信
「
危
険
負
担
」
民
法
講
座
第
5
巻
契
約
(
昭
和
六

O
年
、
有
斐
閣
)
一

O
七
頁
に
お
い
て
も
、
右
の
趣
旨
の

考
え
方
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
次
注
(
日
)
参
照
。

(
6
)

星
野
・
民
法
概
論

m
一
三
五
頁
は
、
か
か
る
ケ
l
ス
に
つ
い
て
、
「
受
取
」
の
と
き
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
、
契
約
に
お
い
て
危
険
移
転
の
時
期
が
「
引
取
」
の
と
き
と
さ
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
「
受
取
」
の
と
き
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う

場
合
も
考
慮
の
対
象
に
置
い
て
お
く
。

(
7
)

も
っ
と
も
、
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
を
処
理
す
る
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
当
事
者
間
の
特
約
の
解

釈
の
問
題
と
し
て
処
理
す
れ
ば
足
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
受
領
遅
滞
と
危
険
負
担
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
詳
し
く
い
う
と
、
こ
う
で
あ
る
。
現
実
に
引
渡
(
あ
る
い
は
受
取
)

が
な
さ
れ
た
あ
と
で
は
、
買
主
が
危
険
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
|
|
当
事
者
に
特
約
が
な
い
場
合
に
、
危
険
は
い
つ
債
権

者
に
移
転
す
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
い
か
な
る
立
場
に
立
と
う
と
も
|
|
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

引
渡
(
あ
る
い
は
受
取
)
の
と
き
に
危
険
が
移
転
す
る
と
い
う
特
約
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
当
事
者
が
こ
の
当
然
の
こ
と
を
確
認
・
約

束
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
引
き
渡
す
べ
き
時
期
(
受
け
取
る
べ
き
時
期
)
が
来
た
ら
、
そ
れ
以
降
は
買
主
が
|
|
目

的
物
を
現
実
に
受
け
取
ら
な
く
て
も
|
|
危
険
を
負
担
す
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
、
一
般
に
合
理
的
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
買
主
の
受
領
遅
滞
後
に
目
的
物
が
不
可
抗
力
で
滅
失
し
た
と
い
う
場
合
の
処
理
も
、
理
論
上
は
、
右
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
も
の
と
解
釈
で
き
る
と
こ
ろ
の
右
の
よ
う
な
特
約
上
の
問
題
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
買
主
の
受
領
遅
滞
と
い
う
事
実
は
、
危
険
負
担
問
題
を
処
理
す
る
に
つ
い
て
、
理
論

41 
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上
は
、
直
接
に
は
顧
慮
す
る
必
要
の
な
い
事
実
で
あ
る
、
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
す
な
わ
ち
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と

い
う
効
果
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
、
右
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
)
。

(

8

)

な
お
、
工
場
の
焼
失
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
し
そ
れ
が
、
使
用
者
が
不
当
に
労
働
者
の
就
労
を
拒
ん
で
き
た
た
め
に
工
場
内
の
整

備
・
点
検
が
疎
か
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
工
場
内
か
ら
出
火
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
受
領
遅
滞
と
工
場
焼
失
と

の
聞
に
因
果
関
係
の
あ
る
場
合
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
あ
っ
て
も
、
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に

関
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
の
受
領
拒
絶
中
に
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
注
ハ
5
〉

に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
処
理
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
工
場
の
焼
失
後
に
お
け
る
労
働
者
の
賃
金
請
求
権
の
問
題
に
関
し
て
は
、
右
の
よ

う
な
事
情
に
も
と
づ
く
焼
失
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
直
接
に
、
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
工
場
の
焼
失
と
い
う
事
態
が
生

じ
た
場
合
(
す
な
わ
ち
、
使
用
者
が
自
己
の
過
失
で
、
労
働
者
の
履
行
不
能
と
い
う
事
態
、
す
な
わ
ち
労
働
者
が
時
々
刻
々
と
履
行
不
能

と
な
る
と
い
う
事
態
を
招
い
た
場
合
)
と
し
て
捉
え
れ
ば
足
り
る
(
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
、
直
接
に
民
法
五
三
六
条
二
項
を
適
用
で
き
る

と
思
わ
れ
る
〉
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
受
領
遅
滞
と
工
場
焼
失
と
の
聞
に
は
一
応
因
果
関
係
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、

結
局
や
は
り
、
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
と
っ
て
、
受
領
遅
滞
は
こ
れ
を
考
慮
す
る
必
要
の
な
い
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

(
9〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
は
奥
田
教
授
ご
自
身
も
、
不
自
然
の
感
を
抱
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
労
務
給
付
に
つ
い

て
も
受
領
遅
滞
に
よ
り
、
そ
の
時
か
ら
危
険
が
債
権
者
に
移
転
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
時
よ
り
受
領
遅
滞
の
続
く
限
り
時
々
刻
々
生
じ
て

い
る
と
こ
ろ
の
労
務
給
付
喪
失
の
危
険
は
債
権
者
が
負
担
す
る
」
と
解
し
て
も
何
と
な
く
不
自
然
な
感
じ
は
受
け
る
。
「
普
通
、
受
領
遅
滞

に
よ
る
危
険
の
移
転
と
い
う
言
葉
で
う
け
と
ら
れ
る
事
態
は
、
受
領
遅
滞
が
即
、
履
行
不
能
に
転
化
す
る
と
い
っ
た
場
合
で
は
な
く
、
受

領
遅
滞
後
に
労
務
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
不
慮
の
事
故
な
ど
で
労
務
給
付
を
な
し
え
な
い
状
態
と
な
っ
た
場
合
|
|
使
用
者
の
方
で

受
領
遅
滞
の
状
態
を
除
去
し
て
履
行
を
求
め
た
と
し
て
も
履
行
を
な
し
え
な
い
場
合
ー
ー
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
、
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奥
田
・
法
学
論
叢
九
四
巻
五
・
六
号
一
九
八
頁
注

(
4
〉。

な
お
、
ち
な
み
に
奥
田
教
授
は
、
右
の
よ
う
に
、
「
普
通
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
言
葉
で
う
け
と
ら
れ
る
事
態
は
、

受
領
遅
滞
後
に
労
務
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
不
慮
の
事
故
な
ど
で
労
務
給
付
を
な
し
え
な
い
状
態
と
な
っ
た
場
合
1
1
1
1
t

で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
が
、
果
た
し
て
常
に
、
普
通
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
言
葉
で
受

け
と
ら
れ
る
事
態
に
当
た
る
と
言
い
切
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
と
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
受
領
遅

滞
後
に
不
慮
の
事
故
に
遭
う
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
が
、
使
用
者
の
受
領
遅
滞
が
な
け
れ
ば
、
本
来
そ
の
時
聞
に
は
使
用
者
の
下
で
就
労
し



受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕

て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
時
間
内
(
本
来
の
勤
務
時
間
中
)
に
労
働
者
が
交
通
事
故
に
遭
い
、
怪
我
を
し
て
入
院
し
た
と
い
う
場
合
な
ら

ま
だ
し
も
、
こ
の
事
故
が
、
通
常
の
勤
務
時
間
外
の
も
の
(
た
と
え
ば
、
労
働
者
が
使
用
者
の
受
領
遅
滞
が
あ
る
場
合
に
夜
間
外
出
し
た

折
に
交
通
事
故
に
遭
っ
て
し
ま
う
場
合
)
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
受
領
遅
滞
が
あ
っ
た
た
め
に
事
故
に
遭
っ
た
も
の
と
は
一
三
一
口
え
な
い

で
あ
ろ
う
(
つ
ま
り
、
受
領
遅
滞
と
労
働
者
が
履
行
不
能
に
な
っ
た
こ
と
と
の
聞
に
因
果
関
係
は
な
い
)
。
ま
た
、
使
用
者
に
受
領
遅
滞
が

あ
る
た
め
に
、
労
働
者
が
し
か
た
な
く
他
に
一
時
的
に
働
き
に
行
っ
て
、
そ
こ
で
不
慮
の
事
故
に
遭
い
、
一
時
入
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
は
、
|
|
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
受
領
遅
滞
と
履
行
不
能
と
の
聞
に
は
因
果
関
係
は
認
め
ら

れ
る
け
れ
ど
も
ー
ー
も
し
使
用
者
に
、
受
領
拒
絶
な
い
し
受
領
不
能
に
つ
い
て
帰
責
事
由
が
あ
る
場
合
な
ら
ば
、
労
働
者
は
、
こ
の
間
に

時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
こ
と
に
対
し
て
、
民
法
五
三
六
条
二
項
を
根
拠
と
し
て
賃
金
を
請
求
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
(
前
注
(
5
)

参
照
)
、
少
な
く
と
も
理
屈
の
上
で
は
、
他
に
働
き
に
行
か
な
く
て
も
よ
い
状
態
の
わ
け
で
あ
る
(
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
、
右
の
よ
う
な
場

合
に
わ
ざ
わ
ざ
労
働
者
が
他
に
一
時
働
き
に
行
く
と
い
う
の
は
、
当
面
す
ぐ
に
生
活
費
を
必
要
と
す
る
か
ら
の
は
ず
で
は
あ
る
が
)
。
そ
こ

で
、
か
か
る
場
合
も
、
こ
れ
を
、
普
通
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
言
葉
で
う
け
と
ら
れ
る
事
態
の
一
つ
で
あ
る
、
と
言
っ
て

し
ま
っ
て
よ
い
の
か
に
は
、
若
干
の
疑
問
、
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
奥
田
教
授
が
、
普
通
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
の
移
転
と
い
う
言
葉
で
う
け
と
ら
れ
る
の
は
上
記
の
よ

う
な
事
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
は
、
常
に
必
ず
し
も
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
な

お
、
労
働
者
が
、
一
時
的
に
他
に
働
き
に
い
っ
た
先
で
不
慮
の
事
故
に
遭
っ
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
に
、
そ
こ
で
の
使
用
者
と
の
関
係
で
、

賃
金
な
い
し
損
害
賠
償
が
取
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
別
問
題
で
あ
る
)
。

(
刊
)
な
お
、
工
場
の
焼
失
に
よ
り
操
業
、
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
場
合
が
、
敢
え
て
い
え
ば
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
で
あ
る
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
説
明
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
に
つ
い
て
敢
え
て
説
明
を
し
て
お
く
実
益
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
か
か
る
場
合
が
「
受
領
遅
滞
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
危
険
負
担
問
題
の
処
理
と
直
接
結
び
付
か
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
(
す
な
わ
ち
、
本
文
で
述
べ
た
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、

工
場
の
焼
失
と
い
っ
た
場
合
に
お
け
る
状
況
を
受
領
遅
滞
と
言
う
か
ど
う
か
は
、
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
と
っ
て
、
ど
う
で
も
よ
い
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
)
。
問
題
を
よ
り
敷
約
し
て
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
側
の
状
況
を
「
受
領
遅
滞
」
で
あ

る
と
言
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
結
び
付
く
何
ら
か
の
「
効
果
」
が
考
え
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

工
場
の
焼
失
と
い
っ
た
場
合
に
お
い
て
「
受
領
遅
滞
」
に
結
び
付
き
う
る
効
果
に
は
い
か
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
。
危
険
負
担
は
こ

れ
に
結
び
付
か
な
い
。
こ
れ
以
外
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
こ
こ
で
は
「
受
領
遅
滞
」
と
結
び
付
き
う
る
よ
う
な
そ
れ
は
考
え
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に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
者
が
債
務
不
履
行
責
任
(
履
行
遅
滞
責
任
)
を
免
れ
る
と
い
う
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み

て
も
(
一
応
、
こ
の
効
果
は
受
領
遅
滞
の
効
果
で
も
あ
る
と
前
提
し
て
で
あ
る
〉
、
工
場
焼
失
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
労
働
者
の
(
彼
に
帰

責
事
由
の
な
い
〉
履
行
遅
延
は
、
即
時
に
(
彼
に
帰
責
事
由
の
な
い
〉
履
行
不
能
を
来
し
て
い
く
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
彼
の
債
務
が

時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
彼
は
自
ら
の
債
務
を
時
々
刻
々
と
免
れ
て
い
く
、
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当

だ
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
労
働
者
が
「
履
行
遅
滞
」
と
い
う
意
味
で
の
債
務
不
履
行
責
任
を
免
れ
る
か
、
と
い
う
問
題

に
は
そ
も
そ
も
な
ら
な
い
、
も
し
く
は
、
こ
れ
を
考
え
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
受
領
遅

滞
の
効
果
と
し
て
通
常
挙
げ
ら
れ
る
も
の
も
、
ほ
と
ん
ど
、
い
わ
ゆ
る
与
え
る
債
務
の
場
合
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
工
場
の
焼

失
と
い
っ
た
場
合
に
は
問
題
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ち
な
み
に
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
債
務
不
履
行
説
や
星
野
説
の
よ
う

な
立
場
を
と
れ
ば
、
工
場
の
焼
失
に
つ
き
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
受
領
遅
滞
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
と
い
う
効
果
の
こ

と
が
頭
に
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
|
|
仮
に
、
受
領
遅
滞
に
こ
の
効
果
を
認
め
る
と
し
て
も
|
!
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
考
え
に

く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
以
上
に
つ
き
、
さ
ら
に
第
三
章
お
よ
び
同
章
注

(
6
1
参
照
)
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
事
態
を
、
使
用
者
側
の
「
受
領
遅
滞
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
、
あ
ま
り
意
味
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
事
態
を
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
に
は
、
使
用
者
側
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
(
す
な
わ
ち
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で

の
受
領
遅
延
状
態
に
あ
る
こ
と
〉
を
ひ
と
こ
と
で
言
い
表
す
手
段
と
し
て
は
、
か
え
っ
て
わ
か
り
易
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
文

に
お
い
て
、
使
用
者
側
の
状
況
は
、
こ
れ
を
敢
え
て
い
え
ば
受
領
遅
滞
で
あ
る
、
と
述
べ
た
の
は
、
こ
の
意
味
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
「
具
体
的
な
効
果
と
結
び
付
か
な
く
て
も
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
を
備
え
て
い
れ
ば
受
領
遅
滞
と
は
い
い
う
る
の
で
、
な
ぜ
使

用
者
側
は
そ
の
要
件
を
備
え
て
い
る
と
い
え
る
の
か
説
明
せ
よ
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
手
段
は
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
。
ち
な
み
に
そ
れ
を
述
べ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
領
域
説
を
用
い
て
工
場
の
焼
失
と
い

っ
た
場
合
を
受
領
遅
滞
と
説
明
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
考
え
で
は
妥
当
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
領
域
説
で
の
関
心
事
は
、
給
付
障
害
原
因

が
債
権
者
・
債
務
者
い
ず
れ
の
領
域
に
存
す
る
と
い
え
る
か
、
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
工
場
の
焼
失
と
い
っ
た
事
態
ば
か
り
で

な
く
、
た
と
え
ば
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
一
回
的
な
契
約
関
係
の
事
例
を
も
、
受
領
遅
滞
と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、

こ
の
こ
と
は
、
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
の
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
と
っ
て
、
か
え
っ
て
不
適
切
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ

と
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
(
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
事
例
に
関
し
て
は
、
債
務
者
が
現
実
に
履
行
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
履
行
不

能
で
あ
る
、
と
の
み
言
っ
て
お
け
ば
足
り
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
危
険
負
担
問
題
の
処
理
に
と
っ
て
事
態
の
適
切
な
評
価
な
の
で
あ
る
。

な
お
こ
の
点
は
、
も
し
領
域
説
に
つ
い
て
、
柚
木
・
判
例
債
権
法
総
論
上
巻
一
七
四
頁
、
柏
木
H
高
木
・
判
例
債
権
法
総
論
[
補
訂
版
]
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一
五
八
頁
に
代
表
さ
れ
る
立
場
(
第
一
章
の
注

(
8
)
参
照
〉
を
と
れ
ば
、
そ
れ
は
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
を
履
行
不
能
と
評
価
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
を
回
避
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
立
場
で
は
、
な
ぜ
患

者
の
死
亡
の
場
合
に
は
受
領
遅
滞
で
な
く
履
行
不
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
つ
ま
り
、
債
権
者
の
領
域
内
で
発
展
し
ま
た
は
結
果

を
生
じ
た
受
領
お
よ
び
協
力
の
障
害
は
、
そ
れ
が
一
般
的
に
除
去
し
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
受
領
遅
滞
で
な
く
履
行
不
能
を
構
成

す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
に
つ
き
、
大
い
に
疑
問
が
生
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
款
の
注

(
1
〉
参
照
)
。
の
み

な
ら
ず
、
(
柚
木
H
高
木
説
も
含
め
て
)
領
域
説
を
採
る
こ
と
の
、
更
に
よ
り
根
本
の
問
題
は
、
本
款
4
の
注

(
3
〕
で
述
べ
る
よ
う
に
、

領
域
説
を
、
た
と
え
ば
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
「
領
域
説
で
い
う
と
こ
ろ
の

履
行
不
能
」
と
、
使
用
者
が
受
領
遅
滞
中
に
「
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
い
か
ん
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て

大
き
な
疑
問
を
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
わ
れ
れ
の
説
明
の
仕
方
は
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
①
債
務

の
履
行
に
つ
き
受
領
そ
の
他
債
権
者
の
協
力
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
債
権
者
が
受
領
不
能
な
い
し
協
力
不
能
の
状
態
に
あ
る
こ

と
、
②
弁
済
者
(
ふ
つ
う
は
債
務
者
〉
に
と
っ
て
履
行
が
可
能
な
こ
と
、
③
債
務
の
本
旨
に
し
た
が
っ
た
履
行
の
提
供
が
な
さ
れ
た
こ
と
、

と
い
う
三
つ
の
要
件
が
具
備
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
工
場
の
焼
失
の
場
合
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
工
場
と

い
う
建
物
お
よ
び
そ
の
内
部
の
設
備
等
は
、
債
権
者
(
使
用
者
)
が
こ
れ
を
整
備
・
維
持
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
焼
失
し
て

し
ま
っ
て
い
る
状
態
は
、
債
権
者
の
協
力
不
能
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
、
①
の
要
件
を
充
た
す
。
③
の
要
件
に
つ

い
て
は
、
雇
用
・
労
働
契
約
の
場
合
、
「
債
務
ノ
履
行
一
一
付
キ
債
権
者
ノ
行
為
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
」
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
提
供

は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
口
頭
の
そ
れ
の
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
工
場
の
焼
失
の
場
合
で
は
、
労
務
提
供
が
無
意
味
な
ケ
ー

ス
と
し
て
、
こ
れ
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
余
地
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
番
問
題
な
の
は
、
②
の
要
件
で
あ
る
。
今
日
の
学
説
上
で
も
、

履
行
が
不
能
な
た
め
に
受
領
が
不
能
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
は
成
立
し
な
い
こ
と
は
認
め
ら

れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
要
件
の
こ
と
は
、
今
日
必
ず
し
も
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
と
し
て
明
示
的
に
挙
げ
ら
れ
て
は
い

な
い
。
し
か
し
、
債
務
者
が
履
行
可
能
な
の
か
そ
れ
と
も
履
行
不
能
な
の
か
こ
そ
が
、
ま
さ
に
受
領
遅
滞
(
履
行
可
能
)
と
股
行
不
能
と

の
分
か
れ
目
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
説
が
認
め
る
よ
う
に
、
履
行
が
不
能
な
た
め
に
受
領
も
不
能
だ
と
い
う
場
合
に
は
受
領
遅
滞
と

は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
は
、
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
履
行
が
不
能
な
ら
ば
、
受
領
不
能
と
し
て
の
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
た

る
「
債
務
者
が
履
行
可
能
な
こ
と
」
と
い
う
要
件
を
充
た
さ
な
い
か
ら
、
受
領
不
能
と
し
て
の
受
領
遅
滞
に
は
な
ら
ず
、
履
行
不
能
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
の
は
ず
な
の
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
学
説
が
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
と
し
て
「
債
務
者
の
履
行
可
能
性
の
存
在
」
を
正
面
に
掲
げ
な
く

な
っ
た
こ
と
に
強
く
影
響
を
与
え
た
の
は
、
我
妻
博
士
の
債
権
総
論
ハ
昭
和
一
五
年
、
岩
波
書
広
)
一
二
九
頁
以
下
に
お
け
る
叙
述
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
我
妻
博
士
は
、
ご
自
身
、
履
行
が
不
能
な
た
め
に
受
領
も
不
能
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
受
領
不
能
は
成
立
し
な

い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
、
履
行
可
能
を
も
っ
て
受
領
不
能
成
立
の
前
提
と
す
る
こ
と
は
一
方
に
偏
す
る
と
さ
れ
て
、
給
付
を
不
能

な
ら
し
め
る
原
因
が
債
権
者
の
支
配
に
属
す
る
範
囲
内
の
事
由
に
も
と
づ
く
と
き
は
受
領
不
能
の
効
果
を
も
生
ず
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
(
こ
れ
が
、
同
博
士
の
新
訂
債
権
総
論
二
三
九
頁
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
)
。
我
妻
博
士
が
こ
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
い
は
、
博
士
が
領
域
説
と
い
う
考
え
方
の
前
提
を
十
分
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
(
す
な
わ
ち
、
領
域
説
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
、
受
領
遅
滞
の
成
立
に
は
「
債
務
者
の
給
付

(
T法
E
ロも

が
可
能
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
の
存
在
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
理
解
の
不
十
分
さ
〉
。
あ
る

い
は
、
博
士
が
、
領
域
説
を
わ
が
国
に
紹
介
・
導
入
さ
れ
る
に
際
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
(
領
域
説
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
)
「

Fa弘
gm」
と
い
う
概
念
の
意
味
と
、
わ
が
民
法
に
お
け
る
「
履
行
」
と
い
う
概
念
の
意
味
内
容
の
違
い
に
着
目
さ
れ
て
、
領

域
説
に
存
在
す
る
右
の
前
提
に
意
図
的
に
目
を
つ
ぶ
り
、
領
域
説
と
い
う
考
え
方
の
結
果
の
部
分
の
み
を
、
博
士
の
目
指
さ
れ
た
(
と
思

わ
れ
る
)
帰
結
を
導
く
の
に
有
用
な
よ
う
に
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
後
者
が
原
因
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
妻
博
士
は
、
債
権
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
工
場
の
焼
失
と
い
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
危
険
負
担
す
な
わ
ち
賃
金

請
求
権
の
問
題
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
履
行
不
能
の
観
点
か
ら
捉
え
、
民
法
五
三
六
条
二
項
の
適
用
に
よ
っ
て
そ
の
解
決
を
図
る
こ
と
を

考
え
ら
れ
、
し
か
し
他
方
、
そ
れ
以
上
に
労
働
者
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
れ
て
、
こ

れ
に
関
し
て
は
、
受
領
不
能
(
民
法
四
二
ニ
条
)
の
問
題
と
し
て
、
労
働
者
側
に
賠
償
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
を
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
こ
で
、
博
士
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
領
域
説
と
い
う
考
え
方
の
結
論
部
分
を
工
場
の

焼
失
と
い
っ
た
場
合
に
当
て
は
め
る
と
、
こ
れ
を
受
領
不
能
と
評
価
で
き
る
。
そ
こ
で
、
も
し
使
用
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
場
合
で
あ
れ

ば
、
受
領
不
能
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
の
効
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
工
場
の
焼
失
と
い

っ
た
場
合
に
は
、
危
険
負
担
に
つ
い
て
は
民
法
五
三
六
条
二
項
に
よ
っ
て
労
働
者
側
に
賃
金
の
取
得
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
な

お
彼
に
損
害
が
あ
れ
ば
、
彼
は
受
領
不
能
に
も
と
を
つ
い
て
、
そ
の
賠
償
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
処
理
す
る

こ
と
が
、
一
方
に
偏
し
な
い
解
決
で
あ
る
。
も
し
工
場
焼
失
と
い
っ
た
場
合
を
履
行
不
能
と
の
み
捉
え
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
有

責
の
場
合
に
受
領
遅
滞
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
の
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
は
危
険
負
担
の
問
題
に
の
み
と
ら
わ

れ
た
、
す
な
わ
ち
、
危
険
負
担
の
問
題
の
方
だ
け
に
偏
っ
た
解
決
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ー
!
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
博
士
は
領
域
説



受領遅滞と履行不能の区別を論ずる語、味について(ー〉

を
導
入
さ
れ
、
工
場
焼
失
と
い
っ
た
場
合
に
は
受
領
不
能
の
効
果
「
を
も
」
生
ず
る
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
受
領
不
能

の
効
果
「
を
も
し
生
.
す
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
意
味
は
、
損
害
賠
償
の
効
果
「
を
も
」
生
守
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
、
近
い
将
来
、
受
領
遅
滞
の
成
立
要
件
と
し
て
の
「
債
務
者
の
履
行
可
能
性
の
存
夜
」
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
論
じ
よ
う
と
思
う
(
第
一
章
注

(
7
)
参
照
〕
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
、
右
に
我
妻
博
士
の
所
説
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
に

つ
い
て
も
、
改
め
て
い
ま
少
し
深
く
検
討
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
受
領
不
能
と
し
て
の
受
領
遅
滞
の
成
立

を
認
め
る
た
め
に
は
、
債
務
者
に
履
行
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
に
話
を

進
め
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
と
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
工
場
焼
失
の
場
合
に
は
、
な
ぜ
労
働
者
は
履
行

可
能
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
労
働
者
は
い

ま
現
在
は
工
場
の
焼
失
に
よ
っ
て
現
実
に
は
働
く
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
の
債
務
は
日
々
、
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
る
(
そ
こ

で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
危
険
負
担
の
問
題
と
な
る
)
。
し
か
し
、
彼
は
将
来
使
用
者
に
よ
っ
て
工
場
の
操
業
が
再
開
さ
れ
た
あ
か
つ
き
に

は
、
再
び
使
用
者
の
下
で
働
く
こ
と
が
で
き
、
こ
の
意
味
で
労
働
者
は
履
行
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
工
場
の
焼
失
と
い
う
事
態
で
は
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
の
①
の
要
件
の
み
な
ら
ず
、
②
の
要
件
も
充
た
さ
れ
て
、
こ
れ
を

受
領
遅
滞
と
評
価
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
(
③
の
要
件
の
要
否
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
奥

旧
・
注
釈
民
法
同
二
五

O
頁
参
照
)

0

そ
し
て
さ
ら
に
、
た
と
え
客
観
的
に
は
工
場
の
操
業
再
聞
が
不
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
工
場
焼
失
の
よ
う
な
場
合
に
は
使
用
者
は
、
労
基
法
二

O
条
に
も
と
づ
い
て
解
雇
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

思
わ
れ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
使
用
者
が
解
雇
の
意
思
表
示
を
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
上
は
な
お
、
契
約
は
存
続
す
る
と
考
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
使
用
者
の
解
雇
の
意
思
表
示
の
な
い
限
り
、
事
態
は
労
働
者
に
と
っ
て
な
お
、
履
行
の
可
能
性
が
残
さ

れ
て
い
る
場
合
(
受
領
不
能
と
し
て
の
受
領
遅
滞
)
で
あ
る
、
と
取
り
扱
っ
て
よ
い
と
考
え
る
(
以
上
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
近

時
、
ボ
イ
テ
ィ
ー
ン
お
よ
び
ケ

l
ラ

l
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
参
考
と
し
(
ぐ
・
∞
巾

E
E
2・
N
当

2
w
R
B片
町

E
m
ロ
E

N
示、

2
Z
5
2ロ
m

-5ω
円

}
5
5
4巾
岳
山

-zg唱

H
U
S
噌∞
-Nω
印
片
岡
一
回

-Hハ
α
E
R
L
~ロ
gomu-nuw巳
門

戸

口

己

の

2
n
y山
内
門
的

m
Eロ
(
出
血
肉
巾

σ
2
N戸
、
巾
円
}
内
的

5
2コ
m巾
口
一

B

P
Y口
5
5岳
山

}
E
F
H
U吋

H・
ω
'
E
C、
さ
ら
に
考
え
を
推
し
進
め
て
得
た
結
論
で
あ
る
。
ボ
イ
テ
ィ
ー
ン
お
よ
び
ケ
l
ラ

l
の
見
解
の

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
奥
富
・
上
智
法
学
論
集
二
六
巻
一
号
一
七
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
客
観
的
に
は
工
場
の
操
業
再
聞
が
不

可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
取
り
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
十
本

節
第
四
款
1
の
注

(
8
)
参
照
)
。

(
日
)
な
お
、
小
野
、
半
田
空
口
)
両
助
教
授
は
、
工
場
焼
失
の
場
合
や
使
用
者
の
受
領
拒
絶
の
場
合
を
受
領
不
能
な
い
し
受
領
遅
滞
と
呼
ぶ

47 
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こ
と
に
、
な
お
重
き
を
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
(
小
野
・
前
掲
論
文
一
六
四
頁
、
半
田
・
前
掲
書
一

O
七
頁
)
、
工
場
焼
失
の
場
合

に
つ
い
て
は
前
注
(
叩
〉
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
使
用
者
の
受
領
拒
絶
と
い
っ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
は
敢
え
て
い
え
ば
受
領

遅
滞
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
と
り
立
て
て
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
実
益
は
な
い
と
思
う
。

(
ロ
)
(
使
用
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
場
合
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
で
は
あ
る
が
)
幾
代
教
授
は
、
工
場
の
焼
失
の
よ
う
な
場
合
に
は
受
領
遅
滞

を
考
え
る
余
地
は
な
く
、
考
え
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
る
。
幾
代
通
・
注
釈
民
法
制
(
昭
和
四
二
年
、
有
斐
閣
)
三
五
頁
、
同
・
新
版
注

釈
民
法
制
(
平
成
元
年
、
有
斐
閣
〉
四

O
頁
。
こ
の
意
味
も
、
本
稿
と
同
様
、
工
場
の
焼
失
の
よ
う
な
場
合
に
は
債
権
者
(
使
用
者
)
側

は
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
状
態
に
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
危
険
負
担
問
題
の
処
理
を
考
え
る
に
際
し
、
取
り
上
げ
ら
れ

る
べ
き
(
着
目
さ
れ
る
べ
き
〉
事
柄
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
受
領
遅
滞
と
評
価
す
る
必
要
は
な
い
(
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
受
領
遅
滞

の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
く
必
要
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
受
領
遅
滞
を
考
え
る
余
地
は
な
い
」
)
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と

見
て
よ
い
と
思
う
。

通
説
に
お
け
る
そ
の
他
の
法
律
構
成
の
可
能
性

以
上
ま
で
の
考
察
は
、
通
説
が
、
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
効
果
に
結
び
付
け
る
構
成

を
と
る
場
合
の
こ
と
を
前
提
と
し
、
ま
た
実
際
に
か
か
る
構
成
を
展
開
す
る
奥
田
説
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
は
、
為
す
債
務
に
お
け
る
危
険
負
担
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
こ
れ
に
関
係
す
る
条
文
と
し
て
民
法
五
三
六

条
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
に
よ
り
操
業
が
で
き
な
い
と
か
、
患
者
の
死
亡
に
よ
り
手
術
が
不
可
能
と
な
る
と

い
っ
た
事
態
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
い
く
通
説
の
立
場
で
は
、
債
権
者
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
場
合
の
構
成
と
し
て
、
民
法
五
三
六

条
を
基
礎
と
し
、
あ
る
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
右
の
よ
う
な

場
合
も
な
お
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
い
え
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
(
使
用
者
や
、
患
者
た
る
幼

児
の
親
権
者
)
側
の
受
領
遅
滞
中
に
履
行
不
能
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
〈
す
な
わ
ち
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
が
あ
っ
た

4 
か
ら
こ
そ
履
行
不
能
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
)
、
こ
れ
は
な
お
、
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ



て
、
民
法
五
三
六
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
構
成
は
、
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
は
、

い
わ
ば
、

履
行
遅
滞
中
の
履
行
不
能
の
場
合
の
裏
返
し
に
当
た
り
、
履
行
遅
滞
中
の
履
行
不
能
の
場
合
に
は
、
履
行
不
能
そ
の
も
の
に
債
務
者
に

帰
責
事
由
が
な
く
て
も
、
な
お
こ
れ
を
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
と
考
え
る
こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

と
裏
の
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
の
場
合
に
は
、
履
行
不
能
そ
の
も
の
に
債
権
者
の
帰
責
事
由
が
な
く
て
も
、

な
お
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
と
し
て
五
三
六
条
二
項
が
適
用
で
き
る
、

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
構
成
の
場

合
に
も
、

工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
お
け
る
受
領
遅
滞
中
の
「
履
行
不
能
」
と
は
、
労
働
者
が

よ
り
正
確
に
は
、

受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について〔ー)

時
々
刻
々
履
行
不
能
と
な
る
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
右
の
よ
う
な
法
律
構
成
も
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
①

受
領
遅
滞
で
あ
っ
た
こ
と
が
民
法
五
三
六

条
二
項
に
い
う
債
権
者
の
帰
責
事
由
に
当
た
る
か
ら
、
こ
の
間
に
生
じ
た
履
行
不
能
も
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
と
言
え
る
、

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
通
常
想
定
し
て
い
る
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
は
、
ま
ず
受
領
遅
滞
が
あ
り
、

し
か
る

の
ち
に
履
行
不
能
が
生
ず
る
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
患
者
の
死
亡
と
か
工
場
の
焼
失
・
資
材
の

中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
お
け
る
危
険
負
担
問
題
の
処
理
を
、
右
の
構
成
に
乗
せ
て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
け

る
状
況
(
工
場
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
で
は
、
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
延
中
に
、
労
働
者
の
債
務
が
時
々
刻
々
と
履
行

不
能
と
な
る
と
い
う
状
態
が
生
ず
る
)
を
、
ま
ず
受
領
遅
滞
が
あ
り
、
し
か
る
の
ち
に
履
行
不
能
が
生
ず
る
と
い
う
、
右
の
意
味
で
の
受
領

遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
患
者
の
死
亡
と
か
工
場
焼
失
・
資
材

の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
生
ず
る
事
態
を
こ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
不
自
然
な
い
し
擬
制
に
す
ぎ
る
。

結
局
、
患
者
の
死
亡
の
よ
う
な
場
合
に
は
?
」
れ
は
、
危
険
負
担
問
題
の
処
理
の
た
め
に
、
事
態
を
履
行
不
能
と
の
み
把
握
し
て
い
く
べ
き

49 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
)
、
「
受
領
不
能
と
い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
で
あ
っ
た
こ
と
」
が
民
法
五
三
六
条
二
項
の
帰
責
事
由
に
当

た
る
、
と
す
る
構
成
を
と
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
適
切
で
あ
る
。
ま
た
、

工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
は
(
こ
れ
は
、



操
業
が
再
開
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
敢
え
て
い
え
ば
、
使
用
者
の
受
領
遅
滞
と
労
働
者
の
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
が
、
同
時
に
、
双
方
独
立
し
て
存
在

50 

し
合
う
と
み
る
べ
き
場
合
で
あ
る
〉
、
受
領
遅
滞
と
時
々
刻
々
履
行
不
能
と
の
聞
に
時
間
的
な
間
隔
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
受
領
不
能
と

い
う
意
味
で
の
受
領
遅
滞
で
あ
っ
た
こ
と
」
が
民
法
五
三
六
条
二
項
の
帰
責
事
由
に
当
た
る
か
、
と
い
う
問
題
と
は
そ
も
そ
も
な
り
に

く
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
場
合
に
お
い
て
民
法
五
三
六
条
二
項
の
適
用
を
考
え
る
試
み
は
、
そ
も
そ
も
成
功
し
に
く
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

②
も
し
仮
に
、
患
者
の
死
亡
と
か
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
に
お
け
る
状
況
を
、
「
受
領
遅
滞
で
あ
っ
た
こ
と
」

が
民
法
五
三
六
条
二
項
の
帰
責
事
由
に
当
た
る
と
い
え
る
か
、
と
い
う
議
論
の
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
同

一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
構
成
で
債
権
者
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、
結
局

無
理
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
履
行
遅
滞
中
に
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
履
行
不
能
が
生
じ
た
場
合
に
、
な
お
そ
れ
を
債

務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
履
行
不
能
(
民
法
四
一
五
条
)
と
す
る
の
は
、
履
行
遅
滞
に
つ
い
て
債
務
者
に
帰
責
事
由
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
場
合
で
も
、
履
行
遅
滞
に
つ
い
て
債
務
者
の
側
に
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
債
務
不
履
行
と
い
う
意
味
で
の
履
行
不
能
と
は
さ
れ
な
い

は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
履
行
遅
滞
中
の
履
行
不
能
と
裏
の
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
の
受
領
遅
滞
中
の
履
行
不
能
の
場
合
に
お

い
て
も
、
受
領
遅
滞
に
つ
い
て
債
権
者
に
帰
責
事
由
が
な
け
れ
ば
、
や
は
り
民
法
五
三
六
条
二
項
を
適
用
す
る
の
は
無
理
な
の
で
は
な

い
か
。
債
権
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
受
領
遅
滞
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
履
行
不
能
に
な
っ
た
、
と
い
う
と
き
に
の
み
、
「
債
権
者
に
帰
責
事

由
の
あ
る
受
領
遅
滞
」
が
民
法
五
三
六
条
二
項
に
い
う
債
権
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
当
た
る
と
し
て
同
条
同
項
が
適
用
で
き
る
、

と
い
う
べ
き
で
、
受
領
遅
滞
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
に
は
、
民
法
五
三
六
条
一
項
の
適
用
に
と
ど
ま
る
と
い
う
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
通
説
が
、
民
法
五
三
六
条
二
項
の
問
題
に
結
び
付
け
る
意
図
で
、
患
者
の
死
亡
と
か
工
場
焼
失
・
資
材
の
中
絶

な
ど
と
い
う
場
合
に
お
け
る
状
況
を
受
領
遅
滞
と
評
価
し
て
も
、
結
局
、
そ
の
よ
う
に
評
価
す
る
意
図
は
達
成
さ
れ
な
い
(
事
態
を
一
度

受
領
遅
滞
と
把
握
す
る
意
味
は
な
い
)
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〉

、迂

通
説
の
構
成
と
し
て
、
か
か
る
構
成
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
浩
H
川
井
健
H
原
島
重
義
日
広
中
俊
雄

川
水
本
浩
H
山
本
進
一
一
編
・
民
法

ω債
権
総
論
[
第
3
版
]
(
昭
和
六
二
年
、
有
斐
閣
〉
八
八
頁
(
下
森
定
執
筆
担
当
部
分
〉
、
下
森
・
債

権
法
論
点
ノ

1
ト
七
六
頁
、
参
照
。
現
に
、
た
と
え
ば
林
H
石
田
H
高
木
・
債
権
総
論
七
四
頁
、
同
・
債
権
総
論
[
改
訂
版
]
七
四
頁
も
、

受
領
遅
滞
の
効
果
と
し
て
、
受
領
遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
こ
と
と
は
別
個
に
、
「
受
領
遅
滞
後
に
履
行
不
能
と
な
っ
た
と
き
は
、
危

険
負
担
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
不
能
と
さ
れ
る
(
五
三
六
条
二
項
〉
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
に
す
る
と
、
通
説
は
本
文
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、
通
説
の
鳴
矢
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
浅
井
教
授
の
論
稿
で
は
、
こ
の
構
成
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
(
浅
井
・
法
律
論
叢

七
巻
八
号
三
八
頁
(
註
一
五
)
。
な
お
、
八
木
『
附
労
働
契
約
の
研
究
』
一
九
五
頁
註
一
五
、
浅
井
「
拙
労
働
契
約
の
基
本
問
題
』
二

O
三
頁
注

(
日
)
、
同
「
改
訂
増
補
労
働
契
約
の
基
本
問
題
」
二
三
五
頁
注
(
日
)
。
本
款
2
注

(
7
)
参
照
)
。

(
2
)

遠
藤
H
川
井
H
原
島
H
広
中
H
水
本
H
山
本
編
・
前
掲
書
八
八
頁
(
下
森
)
、
下
森
・
前
掲
書
七
六
頁
、
参
照
。

(
3
)

な
お
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
点
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
本
稿
は
、
通
説
お
よ
び
こ
れ
に
与
す
る
奥
回
教
授
が
受
領

遅
滞
に
よ
る
危
険
移
転
と
い
う
構
成
を
採
る
と
き
に
、
あ
る
い
は
、
通
説
が
「
債
権
者
に
帰
責
事
由
の
な
い
受
領
遅
滞
し
は
民
法
五
三
六

条
二
項
の
帰
責
事
由
を
充
た
す
と
い
う
構
成
を
展
開
す
る
(
か
も
し
れ
な
い
〉
と
き
に
、
「
領
域
説
を
用
い
る
」
点
に
も
、
素
朴
な
、
し
か

し
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
疑
問
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
構
成
お
よ

び
奥
田
教
授
の
構
成
の
場
合
に
は
、
患
者
の
死
亡
と
か
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た
場
合
を
、
「
領
域
説
」
に
よ
っ
て
受
領
遅
、
滞

と
評
価
し
、
か
っ
さ
ら
に
、
当
該
事
態
に
お
い
て
は
履
行
不
能
な
い
し
時
々
刻
々
履
行
不
能
が
生
ず
る
と
も
み
る
。
し
か
し
、
領
域
説
に

お
い
て
「
履
行
不
能
」
と
は
、
給
付
の
障
害
原
因
が
債
務
者
の
領
域
に
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
を
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、

領
域
説
で
は
、
た
と
え
ば
医
師
自
身
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
手
術
が
で
き
な
か
っ
た
と
か
、
労
働
者
が
交
通
途
絶
に
よ
っ
て
仕
事
先
に

着
け
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
を
履
行
不
能
と
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
患
者
の
死
亡
に
よ
り
手
術
が
で
き
な
い
と
か
、
工
場
の
焼
失
や

資
材
の
中
絶
な
ど
に
よ
り
操
業
が
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
履
行
不
能
と
は
判
断
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
患
者
の
死
亡
や
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
な
ど
の
場
合
を
履
行
不
能
な
い
し
時
々
刻
々
履
行
不
能
で
あ
る
と
も
み
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
領
域
説
と
は
別
の
視
点
か
ら
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
患
者
の
死
亡
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
と
い
っ
た

場
合
に
お
け
る
状
況
を
、
履
行
不
能
な
い
し
時
々
刻
々
履
行
不
能
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
、
前
者
の
場
合
に
は
、
医
師
は
現
実
に
履
行
す

(
1
)
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る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
履
行
不
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
に
は
、
労
働
者
が
現
実
に
履
行
が
で
き
ず
、
か

っ
、
労
働
債
務
は
時
間
の
要
素
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
時
々
刻
々
と
履
行
不
能
と
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
し
て
、
履
行
不
能
な
い
し
時
々
刻
々
履
行
不
能
を
認
定
し
て
い
く
こ
と
は
、
領
域
説
を
用
い
て
患
者
の
死
亡
や
工
場
の
焼
失
・

資
材
の
中
絶
な
ど
の
場
合
を
受
領
遅
滞
と
評
価
す
る
か
否
か
と
は
無
関
係
に
で
き
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ

も
そ
も
何
ゆ
え
に
、
領
域
説
を
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
領
域
説
を
用
い
る
の
な
ら
、
履
行
不
能
と
は
、
債
務
者
の
領
域
に
給
付
障
害
の

原
因
が
あ
る
場
合
に
限
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
履
行
不
能
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
他
の
視
点
を
入
れ
て
判
断
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
領

域
説
を
使
う
意
味
は
、
患
者
の
死
亡
に
よ
る
手
術
の
不
能
、
工
場
の
焼
失
・
資
材
の
中
絶
な
ど
に
よ
る
就
業
受
け
容
れ
不
能
と
い
っ
た
事

態
を
、
ま
ず
一
度
受
領
遅
滞
と
評
価
し
た
い
が
た
め
だ
け
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
も

し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
便
宜
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

未

字。


