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イ
ス
債
務
法
に
お
け
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質
保
証
責
任
論
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系
譜
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完
）

第

一
章
　
序
論

第
二
章
　
ス
イ
ス
債
務
法
の
起
草
過
程

第
三
章
　
性
質
保
証
責
任
論
の
展
開

第
四
章
　
結
び
に
か
え
て

第
二
章
　
性
質
保
証
責
任
論
の
展
開

第

一
節
　
学
説
の
展
開

前
号
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
ス
イ
ス
債
務
法

（Ｏ
Ｒ
）
の
瑕
疵
担
保
規
定
の
成
立
過
程
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、

ス
イ
ス
の
学
説
に
お

け
る
性
質
保
証
責
任
の
法
的
性
質
お
よ
び
瑕
疵
担
保
の
際
の
損
害
賠
償
責
任
、
並
び
に
免
責
条
項
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
を
や
や
詳
細
に
見

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
丁
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て
い
こ
う
。

一
七
四

第

一
款
　
性
質
保
証
責
任
の
法
的
性
質

一　
債
務
法
立
法
後
の
学
説

（１
）

債
務
法

の
立
法
後

の
ス
イ

ス
の
学
説
は
ド
イ

ツ
法

の
強

い
影
響
下

に
あ

っ
た
。
し
か
も
、
当
時

の
ド
イ

ツ
の
通
説

の
影
孵
”
穐

く
受
け
、
性

質
保
証
は
法
律
行
為
上
の
意
思
表
示
と
し
て
の
損
害
担
保
の
引
受
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

オ
ー
ザ
ー
の
見
解

オ
ー
ザ
ー
は
、　
一
九

一
五
年
の
注
釈
書
に
お
い
て
、
性
質
保
証
の
法
的
性
質
に
つ
い
て

「損
害
担
保

（Φ
弩
ｐ
詳
中ｅ

の
引
受
が
性
質
保
証

と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
性
質
の
言
明
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
の

一
方
で
、
性
質
保
証
は
買
主
に
よ
っ
て

契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
受
容
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
契
約
が
要
式
契
約
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
性
質
保
証
自
体
は
そ
の
方
式
を
踏

（３
）

む
必
要
は
な
い
と
す
る
。

ベ
ッ
カ
ー
の
見
解

ベ
ッ
カ
ー
も

一
九
二
四
年
の
注
釈
書
に
お
い
て
、
「性
質
保
証
は
法
律
行
為
上
の
表
示
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
買
主
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
自
体
、
売
買
契
約
に
取
り
込
ま
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
第
二
者
に
送
付
さ
れ
た
売
主

（４
）

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
性
質
保
証
の
根
拠
と
し
て
買
主
は
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。



ま
た
、
性
質
保
証
は
明
示
で
も
黙
示
で
も
よ
く
、
要
式
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
性
質
保
証
自
体
は
定
め
ら
れ
た
方
式
で
表
示
さ
れ
る
必

要
は
な
く
、
不
動
産
売
買
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
口
頭
の
性
質
保
証
も
拘
束
力
を
持

つ
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
不
動
産
取
引
に
お
い
て

方
式
を
強
制
す
る
の
は
取
引
の
安
全
と
契
約
当
事
者
を
軽
率
か
ら
守
る
た
め
で
あ
る
が
、

（
不
動
破
売
買
の
際
の
性
質
保
証
に
つ
い
て
い
え
ば
、

こ
の
要
請
は
動
産
売
買
の
場
合
と
比
し
て
さ
ほ
ど
高
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。

さ
ら
に
、
性
質
保
証
は
、
法
律
行
為
上
の
表
示
と
し
て
、
真
摯
に
意
図
さ
れ
蘇
“
「
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
で
購
買
意
欲
を
惹
起
す

る
が
文
字
通
り
に
は
理
解
し
て
は
な
ら
な
い

一
般
的
な
宣
伝
と
区
別
さ
れ
る
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ヴ
ォ
ル
フ
や
ハ
イ
マ
ン
等
に
よ
っ
て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
三
分
説
に
依
拠
し
（“

、）
よ
り
端
的

に
、
性
質
保
証
は
売
主
の
単
な
る
言
明
で
も
責
任
を
生
ぜ
じ
め
る
法
定
の
責
任
で
あ
る
と
の
見
解
を
主
張
し
た
の
が
ト
ゥ
ー
ル
で
あ
る
。

フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
の
見
解

ト
ゥ
ー
ル
は
、　
一
九
二
四
年
の
ス
イ
ス
債
務
法
総
則
の
教
科
書
に
お
い
て
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
性
質
保
証
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。

彼
は
、
法
的
行
動

（”
ｏ魯
”争
”
目
ヽ
中暉
口
電
じ

を
、
①
意
思
表
示

（ヨ
〓
８
８
昌
ｏ『暉
●
∞
Φし
、
②
認
識
の
表
示

（く
Ｒ
∽けΦ中中●
●
９
餌
暉
いΦ〓
●

電
し
、

（
③
蜘
覚
の
表
現

（Ｏ
ｏ「手
中＆
口
澪
〓
●
器
し
、
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
性
質
保
証
を
認
識
の
表
示
の
一
例
と
し
て

位
置
づ
け
る
。
ト
ゥ
ー
ル
に
よ
る
と
、

（婦
一
質
保
証
は
し
ば
し
ば
意
思
表
示
と
し
て
、
す
な
わ
ち
給
付
の
約
束
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
が
、
こ

［艶
嘲塾
羅
』紫
疑
雲
言跨
脚鍔
醐雪
と「嵯
囃鋪
馨
饒
雰
げ師
恥

式
性
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
通
説
に
従
い
、
契
約
が
要
式
行
為
の
場
合
に
は
、
そ
の
方
式
を
踏
ま
な
い
性
質
保
証
は
責
任
を
発
生
さ
せ
な
い

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
Ｔ

完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



一
七
六

法
政
研
究
六
巻

一
号
公
一〇
〇
一
年
）

と
す
（細
に

さ
ら
に
、
ト
ゥ
ー
ル
は
、
性
質
保
証
と
買
主
の
購
買
の
決
断
と
の
間
の
因
果
関
係
の
問
題
に
”
螺

て
も
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る

学
説
に
依
拠
し
て
、
「性
質
保
証
と
買
主
の
契
約
締
結
の
決
断
と
の
間
の
因
果
関
係
は
必
要
な
い
」
と
す
る
。

こ
の
ト
ゥ
ー
ル
の
見
解
は
、
当
時
の
支
配
的
見
解
に
反
し
て
、
損
害
担
保
の
引
受
が
な
く
と
も
単
な
る
言
明
で
も
性
質
保
証
と
な
り
う
る
こ

と
を
示
唆
し
た
点
で
、
後
の
学
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

一
一　
法
定
責
任
説

の
通
説
化

ト
ゥ
ー
ル
が
ス
イ
ス
に
導
入
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
三
分
説
の
枠
組
み
を
、
理
論
的
に
法
定
責
任
と
し
て
構
成
し
た
の
が
、
連
邦
裁
判
所
判

事
の
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
で
あ
っ
た
。

シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
の
見
解

シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
は
、　
一
九
四
四
年
の
論
文
に
お
い
て
、
ま
ず
、
性
質
保
証
責
任
に
関
し
て
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
と
構
造

的
に
一
致
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
性
質
保
証
の
法
的
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
際
に
は
ド
イ
ツ
の
判
例

ｏ
学
説
の
比
較
が
有
益
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
、
性
質
保
証
を
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
構
成
す
る
支
配
的
見
解
と
、

ロ
ー
マ
法
に
依
拠
し
て
単
な
る
言
明
で

も
性
質
保
証
と
な
り
う
る
と
す
る
ハ
イ
マ
ン
等
の
少
数
説
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。　
一
方
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
も
、
ハ
イ
マ
ン
等

の
少
数
説
を
継
受
し
た
ト
ゥ
ー
ル
の
説
と
、
ド
イ
ツ
の
通
説
に
依
拠
す
る
オ
ー
ザ
ー
等
の
折
衷
説
の
対
立
が
あ
る
と
し
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
自

身
は
、
性
質
保
証
の
起
源
は
ロ
ー
マ
法
に
あ
り
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
オ
ー
ザ
ー
等

の
説
は
法
論
理
的
に
難
点
が
あ
り
、
ト
ゥ
ー
ル
の
説
く
単
な
る

一
方
的
な

『言
明
』
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
に
意
味
の
あ
る
性



（Ｂ
）

質保証が認められるとする。他方で、オーザー等の説は、法論理的に難点を伴うと批判する。そして、性質保証の法的性

籍
識っぃ隷れ醐
〔霊
議雉
群
舞
射
醜
鯰
炒
鷺
信と諏
に野
型燿耐ざ講脚】障け質̈
る八画戦された垂

て議』舜″利用酬嘲御つ契『̈
嘲鋼製罐章口れ熟は「［鏡場̈
『聾衆け』触̈
ｒ制『̈
街暉す一のぬ」口】́
副罐研嘲「認全‐こ【ドっ

ィ̈
響̈翻̈
硼翌議嘲嘲けい宣ゥ［口は］一異凛コ年̈
＝質ス保‐こ赫】』嘲嘲制晰』一琉れは翻期一術「ｒ要なのは、性質保証が

買
主
の
売
買
の
決
断
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
「経
験
則
及
び
取
引
に
お
け
る
信
義
則
に
従
い
、
ま
さ
に
包
括
的
な
意
味
で
購

入
す
る

（
と
い
う
決
断
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
条
件
で
購
入
す
る
と
い
う
買
主
の
決
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
真
摯
な
性
質
保
証
が
重

曜
賭
肺
降
け
直
」
部
に
耐
純
颯
静
跡
『
岬
虻
れ
嘲
響
轟
捕
詢
性
質
保
証
は
買
主
の
意
思
決
定
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

以
上
の
よ
う
に
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
は
、
性
質
保
証
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
ト
ゥ
ー
ル
の
見
解
に
従

っ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
性
質
保
証

の
方
式
の
問
題
、
買
主
の
購
買
の
決
断
に
対
す
る
因
果
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
法
の
完
全
な
輸
入
を
目
指
す
ト
ゥ
ー
ル
と
は
袂
を

分
か
ち
、
ス
イ
ス
の
取
引
慣
行
を
考
慮
し
た
、
独
自
の
解
釈
理
論
を
提
示
し
た
と
い
え
る
。

〓
一　
連
邦
裁
判
所
に
よ
る
シ

ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
の
見
解

の
受
容

シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
性
質
保
証
の
法
定
責
任
と
し
て
の
理
解
は
、
次
に
掲
げ
る
判
決
に
お
い
て
連
邦
裁
判
所
の
容
れ
る

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
全
Ｔ

完
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と

こ
ろ
と
な

っ
た
。

一
七
八

連
邦
裁
判
所

一
九
四
五
年
九
月
二
五
日
判
決
　
民
事
第

一
部

（口
ｏ
ｍ
〓

目

Ｎ８
）

【事
実
関
係
】

原
告
は
被
告
か
ら
中
古
車
を
七
千
二
百
八
十
フ
ラ
ン
で
買

っ
た
。
中
古
車
の
距
離
計
は
約
四
万
三
千
五
百
キ
ロ
を
示
し
て
い
た
。
実
際
に
は

そ
の
車
は
、
約
十
万
キ
ロ
も
走

っ
て
い
た
。
原
告
は
売
買
契
約
の
解
除
を
求
め
た
。
原
告
は
訴
え
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
、
そ
の

車
は
距
離
計
が
示
す
四
万
二
千
五
百
キ
ロ
以
上
は
走

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
被
告
は
性
質
保
証
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
原

告
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
原
告
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
走
行
距
離
数
の
多
い
車
は
原
告
に
と
っ
て
問
題
外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
て
い
た
。

ベ
ル
ン
州
の
商
事
裁
判
所
は
訴
え
を
棄
却
し
た
。
連
邦
裁
判
所
は
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

【判
旨
】

連
邦
裁
判
所
は
、
性
質
保
証
の
法
的
性
質
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
全
面
的
に
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
の
見
解
に
従
う
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。

「性
質
保
証
の
場
合
に
は
、
経
験
則
上
、
包
括
的
に
あ
る
い
は
具
体
的
な
条
件
で
購
入
す
る
と
い
う
買
主
の
決
断
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え

る
よ
う
な
因
果
関
係
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
案
に
お
い
て
性
質
保
証
は
買
主
に
と
っ
て
実
際
に
意
味
の
あ
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
反
証
に
よ
っ
て
こ
の
自
然
な
推
定
を
崩
す
こ
と
は
売
主
の
義
務
で
あ
る
。
そ
の
他
の
点
で
は
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
性

質
保
証
の
も
と
で
は
、
契
約
の
構
成
要
素
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、　
一
定
の
要
件
、
す
な
わ
ち

一
定
の
画
定
さ
れ
た
認
識
の
表

示
あ
る
い
は
言
明
が
存
在
す
る
場
合
に
生
じ
る
、
最
終
的
に
信
義
誠
実
の
原
則
に
帰
着
す
る
法
定
責
任
が
問
題
と
な
る
」
。

以
上
の

一
般
論
を
前
提
と
し
て
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
中
古
車
売
買
の
際
に
は
走
行
距
離
は
通
常
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
、
買
主



が
性
質
保
証
の
存
在
の
証
明
に
成
功
す
れ
ば
、
性
質
保
証
と
買
主
の
購
買
の
決
断
と
の
間
の
因
果
関
係
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。

連
邦
裁
判
所

一
九
四
七
年

一
〇
月
二
八
日
判
決
　
民
事
第

一
部

（口
ｏ
ｍ
お

目

Ｎ
〓
）

【事
実
関
係
】

被
告
は
、
訴
外
Ａ
の
仲
介
で
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
ラ
フ
ァ
タ
ー
通
り

一
一
の
家
屋
を
売
り
出
し
た
。
被
告
は
そ
の
土
地
を
相
続
に
よ
っ
て
取

得
し
て
い
た
。
訴
外
Ａ
は
申
込
書
に
見
積
書
、
収
益
見
込
書
、
物
件
明
細
書
を
添
付
し
た
。
物
件
明
細
書
に
は
と
り
わ
け
地
下
室
と
各
階
の
許

容
積
載
重
量
に
つ
い
て
の
言
明
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
被
告
は
そ
の
土
地
を
訴
外
Ｂ
に
売
却
し
た
。
訴
外
Ｂ
は
、
所
有
権
移
転
時
ま
で
、

契
約
に
基
づ
く
す
べ
て
の
権
利
義
務
を
任
意
の
第
二
者
に
委
ね
る
権
利
を
留
保
し
て
い
た
。
そ
れ
に
従

っ
て
、　
一
九
四
二
年
六
月
二
三
日
付
で

原
告
は
訴
外
Ｂ
の
代
理
人
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
同
日
、
不
動
産
登
記
が
行
わ
れ
た
。
契
約
書
で
は
、
天
丼
の
強
度
に
つ
い
て
は
言

及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
条
項
二
で
は
瑕
疵
担
保
責
任
が

一
般
的
に
排
除
さ
れ
て
い
た
。

天
丼
の
許
容
積
載
重
量
が
実
際
に
は
訴
外
Ａ
に
よ
っ
て
見
積
も
ら
れ
た
値
よ
り
も
か
な
り
低
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、　
一
九
四
二
年

一
一
月

二
〇
日
に
原
告
は
建
築
技
師
の
鑑
定
書
に
基
づ
い
て
瑕
疵
責
間
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
、
原
告
は
被
告
に
、
天
丼
の
補
強
の
た
め
の
費
用
の
賠

償
を
求
め
た
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
地
裁
並
び
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
高
裁
は
原
告
の
訴
え
を
認
容
し
た
。
被
告
は
連
邦
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

【判
旨
】

連
邦
裁
判
所
は
、
「譲
渡
さ
れ
た
建
物
の
天
丼
の
許
容
積
載
重
量
に
つ
い
て
の
言
明
が
、
必
要
な
方
式
を
踏
ん
で
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

あ
る
い
は
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
被
告
の
義
務
負
担
意
思
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
有
効
に
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
性
質
保
証
と
な
る
の
か
ど
う

か
」
と
い
う
争
点
に
つ
い
て
、
方
式
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「単
に
口
頭
で
与
え
ら
れ
た
性
質
保
証
は
、
そ
れ
が
相
手
方
当
事
者
の
決
断
に

因
果
関
係
的
な
意
義
が
あ
る
限
り
で
、
方
式
が
必
要
な
法
律
行
為
の
場
合
で
あ

っ
て
も
拘
束
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
連
邦
裁
判
所
は

”
Φ
口
ｏ∞
目

ざ

に
お
い
て
既
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
」
と
し
て
、
無
方
式
の
性
質
保
証
も
有
効
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
さ
ら
に
、
性
質

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
全
Ｔ
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
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一
八
〇

保
証
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、　
一
般
論
に
お
い
て
、
言
語
学
的
に
み
れ
ば

「ヽ
げ

Ｎ‘
”
Φ∽̈
魯
Φヽ
けΦロ
ロ
∞
８
ｏ，
Ｒ
”Φ目
」
と
い
う
文
言
は
、

単
な
る
認
識
の
表
示
よ
り
も
、
義
務
負
担
意
思
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
表
示
と
見
る
方
が
適
当
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
限

定
的
な
解
釈
は
、
沿
革
お
よ
び
法
論
理
的
な
考
察
に
よ
れ
ば
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
性
質
保
証
は
ロ
ー

マ
法
の
摯
ｏご
日

に
起
源
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
ト
ゥ
ー
ル
と
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
債
務

法
の
立
法
者
が
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
文
言
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
確
に
ロ
ー
マ
法
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
格
別
、

そ
の
よ
う
な
立
法
者
意
思
が
確
認
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
な
結
論
は
取
り
え
な
い
と
し
て
、
単
な
る
言
明
で
も
性
質
保
証
と
な
り
う
る
と

し
た
。

以
上
の

一
般
論
を
前
提
と
し
て
、
前
掲
の
Ｗ
Ｏ
日
ざ

目

Ｎ８

と
同
様
に
、
本
件
に
お
い
て
も
、
性
質
保
証
と
買
主
の
購
買
の
決
断
と
の
間

の
因
果
関
係
は
推
定
さ
れ
る
と
し
、
被
告
の
反
証
も
成
功
し
て
い
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
瑕
疵
担
保
責
任
排
除
条
項
に
つ
い
て
も
、
性
質
保
証

責
任
の
免
責
に
関
し
て
は
、
売
主
が
責
任
を
排
除
す
る
意
思
を
有
し
、
そ
れ
が
買
主
に
と
っ
て
認
識
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
も
、
売
主
は
信
義
則
上
買
主
に
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
条
項
を
明
確
化
す
べ
き
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
、
排
除
条
項
の
効
力
を
認
め
な
か
っ
た
。
以
上
の
理
由
か
ら
連
邦
裁
判
所
は
被
告

の
上
告
を
棄
却
し
た
。

四
　
法
定
責
任
説

の
通
説
化

ト
ゥ
ー
ル
に
よ
っ
て
ス
イ
ス
に
持
ち
込
ま
れ
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
理
論
的
に
確
立
さ
れ
た
法
定
責
任
説
は
、
そ
の
後
、

（
連
瑯
破
判

所
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
さ
ら
に
、
信
頼
理
論
と
結
び
つ
く
形
で
理
論
的
に
整
備
さ
れ
、
通
説
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
で

は
次
に
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
の
見
解
を
理
論
的
に
よ
り
精
緻
化
し
た
イ
ェ
ッ
ギ
の
見
解
を
み
て
み
よ
う
。



イ
ェ
ッ
ギ
の
見
解

イ
ェ
ッ
ギ
は

一
九
五
〇
年
の
論
文
で
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ア
ー
の
見
解
を
容
れ
た
前
述
の
二
つ
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
を
出
発
点
に
据
え
、
性
質

保
証
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
の
判
例
の
立
場
に
対
し
て
考
察
を
加
え
る
。
そ
の
際
、
法
の
解
釈
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

「事
実
の
探
求
」

が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
方
法
論
に
基
づ
い
て
、
特
定
物
売
買
の
性
質
保
証
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
彼
は
、
特
定
物
売
買
に
お
け
る

売
主
／
買
主
の
表
示
は
、
意
思
表
示

（ヨ
一】】ｏ日
ｐ
●
零
Ｅ
●
器
じ

で
あ
る
と
同
時
に
認
識
の
表
示

（く
Ｒ
ｏけΦ一中●
●
明
ｐ
●
いｏ日
●
器
じ

で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
売
主
の
表
示
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
。
第

一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
売
買
目
的
物
の
性
質
に
関
す
る
記
述

（例
え
ば

「
こ

の
時
計
の
ケ
ー
ス
は
純
金
製
で
あ
る
し

が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
付
加
的
な
記
述
は
、
記
述
さ
れ
た
性
質
が
確
実
な
も
の
と
し
て

評
価
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
真
実
ら
し
い
と
し
か
評
価
さ
れ
な
い
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
前
者
の
み
が
性
質
保
証
と
な
る
と
す
る
。
第
二
の

グ
ル
ー
プ
は
、
売
買
目
的
物
が
記
述
に
適
合
し
た
性
質
を
備
え
て
い
な
い
場
合
に
売
主
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
関
わ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
表
示
は
次
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
う
る
。
①
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
何
ら
の
効
果
も
も
た
ら
さ
な
い
、

②
契
約
を
解
消
す
る
、
あ
る
い
は
代
金
を
減
額
す
る
、
③
売
主
は
特
別
の
給
付
を
行
う

（例
え
ば
、
修
補
、
代
物
給
付
、
損
害
賠
償
）
。
こ
れ

ら
は
法
律
的
に
は
①
責
任
の
排
除
、
②
法
律
上
の
瑕
疵
担
保
、
③
損
害
担
保
の
引
受
、
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
性
質
保
証
を
す

る
者
は
、
そ
の
性
質
が
存
在
し
て
い
な
い
可
能
性
に
つ
い
て
は
初
め
か
ら
排
除
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
の
排
除
、
瑕
疵
担
保
、
損
害

担
保
の
引
受
が
表
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
常
に
性
質
保
証
で
は
な
く
、
単
に
表
示
ど
お
り
の
効
果
が
実
現
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
と
い

う
こ
と
は
、
性
質
保
証
は
、
第

一
の
グ
ル
ー
プ
の
記
載
さ
れ
た
性
質
が
確
実
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
付
加
的
な
記
述
に
し
か
存
在
し
な
い

こ
と
に
な
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
イ
ェ
ツ
ギ
は
、
性
質
保
証
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
「性
質
保
証
は
認
識
の
表
示
で
あ
る
。
売
主
は
そ
れ

に
よ
っ
て
、　
一
定
の
売
買
目
的
物
に
関
連
す
る
事
実
を
所
与
の
も
の
と

（
み
眈
」

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
せ
じ
め
る
。
詳
し
く
言
う
と
そ
れ

は
特
別
の
認
識
の
表
示
、
す
な
わ
ち
知
識
の
表
明
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
丁
完
）

一
八
一
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た
だ
し
、
性
質
保
証
が
契
約
の
構
成
要
素
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
内
容
と
し
て
、
当
事
者
の

「
事
実
」
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
か
ど
う
か

（
―こ
か
い

っ
て
く
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
結
論
的
に
は
、
性
質
保
証
は
認
識
の
表
示
で
あ
る
が
、
契
約
の

内
容
に
取
り
込
ま
れ
う
る
と
の
立
場
を
取
る
。

こ
の
よ
う
に
、
イ

ェ
ッ
ギ
の
見
解
は
、
性
質
保
証
は
認
識
の
表
示
で
足
り
る
と
す
る
点
で
は
法
定
責
任
説
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
契
約

の
内
容
を
も
構
成
し
う
る
と
す
る
点
で
異
な

っ
て
い
る
。

（２‐
）

こ
の
後
も
法
定
責
任
説
は
、
学
説
の
中
で
通
説
と
し
て
支
持
さ
れ
て
い
く
。

ケ
ラ
１
／
レ
ル
チ
ャ
ー
の
見
解

ケ
ラ
１
／
レ
ル
チ
ャ
ー
は

一
九
八
〇
年
の
売
買
法
の
教
科
書
に
お
い
て
、
今
日
の
通
説
は
判
例
と
共
に
、
性
質
保
証
を
単
な
る
知
識
の
表
示

と
み
な
し
て
お
り
、
彼
も
こ
の
見
解
に
従
う
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
契
約
上
の
給
付
義
務
を
承
認
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
売
主
は
こ
の
損
害
担
保
約
束
に
基
づ
い
て
常
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
は
単
に
宣
言
的
な

意
味
し
か
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
趣
旨
で
は
あ
り
得
な
い
。
「保
証
さ
れ
た
性
質
に
対
す
る
責
任
の
法
律

上
の
根
拠
は
、
常
に
法
に
あ
り
契
約
に
は
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
性
質
保
証
が
契
約
の
構
成
要
素
と
な
ら
ず
、
単
に
認
識
の
表
示
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
要
式
契
約
の
場
合
で
し
、
性
質
保
証
は
な
ん
ら
方
式
を
踏
む
必
要
が
な
い
と
す
る
。

た
だ
し
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
「性
質
保
証
に
よ
っ
て
買
主
が
売
買
の
決
断
を
惹
起
さ
せ
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
主
観
的
な
基
準
は
、

あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
。
「
む
し
ろ
そ
れ
に
従

っ
て
買
主
は
売
主
の
認
識
の
表
示
を
信
頼
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
信
義
誠
実
の
客
観
的
原
則
が
唯

一
決
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
の
表
示
が
売
買
の
決
断
に
因
果
関
係
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
と



い
う
こ
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
従

っ
て
、
保
証
さ
れ
た
性
質
の
み
が
事
実
上
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
は
、
売
主
は
、
売
買
の
決
断
に
対
す
る
性

質
保
証
の
因
果

（
関
麻
い
欠
如
し
て
い
る
場
合
で
も
物
の
担
保
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
因
果
関
係
を
性
質
保
証
の
要
件
と
す

る
こ
と
を
否
定
す
る
。

五
　
契
約
責
任
説

の
有
力
化

こ
の
よ
う
に
、
判
例
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
法
定
責
任
説
は
通
説
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
性
質

保
証
は
契
約
の
内
容
を
構
成
す
る
と
の
説

（契
約
責
任
説
）
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

メ
ル
ツ
の
見
解

メ
ル
ツ
は

一
九
五
〇
年
の
論
文
に
お
い
て
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
の
見
解
に
依
拠
し
た
連
邦
裁
判
所
の
判
例
を

「極
め
て
疑
間
で
あ
る
」
と
批

判
す
る
。
そ
し
て
、
「責
任
を
根
拠
づ
け
る
売
主
の
性
質
保
証
を
実
際
に
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
頼
理
論
に

基
づ
い
て
契
約
締
結
の
際
に
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
従
い

一
方
当
事
者
の
法
律
行
為
上
の
表
示
か
ら
相
手
方
当
事
者
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
た
も
の
の
す
べ
て
を
契
約
の
内
容
と
せ
じ
め
る
法
秩
序
に
、
本
質
的
に
よ
り
適
合
す
る
。
買
主
は
売
主
の
性
質
保
証
に
拘
束
力
あ
る

意
味
を
付
与
し
て
よ
く
、
実
際
付
与
し
て
い
る
の
で
そ
し
て
そ
の
限
り
で
、
こ
れ
は
売
買
の
合
意
の
対
象
と
な
る
」
と
し
て
契
約
責
任
的
構
成

（２３
）

を
明
ら
か

に
す

る
。

メ
ル
ツ
は

「
買
主
が
売
主
の
表
示
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
か
」
を
売
主
の
表
示
の
解
釈
の
基
準
と
す
る
点
で
、
ド
イ
ツ

の
黙
示
的
性
質
保
証
の
認
定
基
準
と
軌
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
売
主
の
側
の
主
観
的
な
意
図
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
買

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
Ｔ
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
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四

主
の
側
か
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
性
質
保
証
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
買
主
の
信
頼
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

メ
ル
ツ
の
信
頼
理
論
に
基
礎
を
置
く
契
約
責
任
説
を
よ
り
詳
細
に
論
じ
、
集
大
成
し
た
の
が
ギ
ー
ガ
ー
で
あ

っ
た
。

ギ
‥
ガ
ー
の
見
解

ギ
ー
ガ
ー
は
、　
一
九
八
〇
年
の
注
釈
書
に
お
い
て
、
性
質
保
証
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
「規
範
的
に
意
図
さ
れ
て
い
る
意
味
で
の
性
質

保
証
は
、
売
主
の
側
か
ら
の
売
買
目
的
物
の
積
極
的
な
性
質
の
存
在
あ
る
い
は
消
極
的
な
性
質
の
不
存
在
の
主
張
、
す
徳
わ
ち
、
信
頼
原
則
に

従

っ
て
拘
束
力
を
与
え
ら
れ
た
、
主
張
さ
れ
た
性
質
を
示
す
目
的
物
を
給
付
す
る
と
い
う
売
主
の
意
思
表
示
で
あ
る
」
と
す
る
。
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー

と
そ
れ
に
従
う
判
例
に
対
し
て
は
、
「単
純
な
要
件
の
不
必
要
な
複
雑
化
」
と
い
う
ラ
ー
ベ
ル
の
言
葉
を
引
用
し
て
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
Ｏ

Ｒ

一
九
七
条
の
性
質
保
証
と
ロ
ー
マ
法
上
の
２
ｏ言
日
を
結
び
つ
け
る
彼
ら
の
見
解
は
、
沿
革
的
に
見
て
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
ロ
ー

マ
法
の
２
ｏ言
日
と
「
０
日
ｏ̈〓
日

の
二
元
性
を
見
落
と
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、
「立
法
者
が
明
確
に
性
質
保
証
を
「
ｏ
日
ぃり〓
日

に
限
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
判
例
の
論
理
も
、
今

日
で
は
そ
の
よ
う
な
厳
格
な
主
観
的
‐歴
史
的
解
釈
紳
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
解
釈
原
則
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
、
立

法
者
意
思
を
探
る
資
料
が
不
毛
で
あ
る
と
切
り
捨
て
る
。

そ
し
て
、
前
出
の
メ
ル
ツ
の
見
解
を
引
用
し
、
た
と
え
契
約
責
任
的
構
成
を
取

っ
た
と
し
て
も
、
買
主
の
側
か
ら
す
る
売
主
の
表
示
の
解
釈

を
基
準
に
す
れ
ば
、
買
主
の
信
頼
の
保
護
も
達
成
で
き
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
性
質
保
証
は
法
律
行
為
上
の
損
害
担
保

引
受
で
あ
る
。
性
質
保
証
は
、
信
頼
原
則
に
従

っ
て
拘
束
力
あ
る
売
主
の
、
売
買
目
的
物
の
主
張
さ
れ
た
積
極
的
性
質
の
存
在
に
つ
い
て
責
任

を
負
う
と
い
う
意
思
表
示
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
売
主
は
、
売
買
目
的
物
の
前
提
と
さ
れ
た
性
質
の
場
合
の
よ
う
に
重
大
な
瑕
疵
に
つ

い
て
の
み
責
任
を
負
う
の
で
な
く
、
売
主
の
損
害
担
保
引
受
に
基
づ
い
て
売
買
目
的
物
の
性
質
保
証
の
内
容
と
の
す
べ
て
の
相
違
に
対
し
て
責



（２６
）

任
を
負
う
」
と
す
る
。

性
質
保
証
と
宣
伝
の
区
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
文
字
通
り
に
受
け
取
れ
な
い
宣
伝
や
、
通
常
は

一
顧
だ
に
値
し
な
い
よ
う
な

一
般
的
な
宣

伝
は
性
質
保
証
で
は
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
よ
り
正
確
な
言
明
で
一
般
的
な
表
示
を
補
充
す
る
場
合
に
は
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
性
質
保
証
と

し
て
の
拘
束
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
。
結
局
、
性
質
保
証
か
宣
伝
か
は
、
「個
別
事
例
に
お
い
て
信
頼
原
則
が
決
定
す
る
」
の
で
あ

メ

‐こ 従
理 っ
野

距

嬬

翼

獅

が

耗

師

肺

″
噺

算

媛

『
を
ど
？

つ
に
理
解
す
る
ワ」
と
が
許
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
ガ

無
方
式
の
性
質
保
証
の
有
効
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
結
論
と
し
て
、
取
引
慣
行
並
び
に
実
生
活
上
の
要
請
か
ら
、
無
方
式
の
性
質
保
証
の

有
効
性
を
認
め
る
。
し
か
し
、
契
約
的
構
成
を
採
る
以
上
、
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
法
定
責
任
説
の
よ
う
に
、
「性
質
保
証
は
認
識
の
表
示

む
詳

勢

誠

【
神
科

”
韓

沖
¨
ば

鈍

到
型

『

罐

要

賀

畔

り
事

料

鞣

理

当
事
者
の
保
護
、
②
契
約
の
正
確
性
の
要
請
、
③
土
地
登
記
に
対
す
る
確
実
な
基
礎
の
創
出
、

（
と
釉
），２
二
つ
の
目
的
か
ら
で
あ
つ
、
無
方
式
の

性
質
保
証
を
認
め
た
と
し
て
も
、
こ
の
二
つ
の
目
的
が
無
に
帰
せ
じ
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
。

さ
ら
に
通
説

・
判
例
が
性
質
保
証
の
要
件
と
し
て
求
め
る
性
質
保
証
と
買
主
の
購
入
の
決
断
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
「性
質
保

証
が
売
買
契
約
締
結
の
動
機
か
あ
る
い
は
単
な
る
刺
激
か
ど
う
か
、
性
質
保
証
が
売
買
代
金
に
影
響
を
与
え
た
か
あ
る
い
は
買
主
が
性
質
保
証

を
単
に
歓
迎
す
べ
き
売
買
の
仕
上
げ
と
し
て
受
け
取

っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
意
味
が
な
い
。
む
し
ろ
、
性
質
保
証
の
有

効
性
は
、
そ
の
内
容
が
売
買
契
約
の
要
素
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
そ
し
て
信
頼
原
則

に
依
拠
し
て
次
の
よ
う
な
間
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

¨
『
買
主
は
売
主
の
言
明
を
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る
性
質
保
証
と
見
な

す
こ
と
が
許
さ
れ
た
か
？
』。
性
質
保
証
に
よ
っ
て
買
主
が
売
買
の
決
定
に
向
か
っ
て
動
か
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
主
観
的
基
準
は
決
定
的

で
は
な
い
。
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
訴
訟
の
過
程
に
お
い
て
初
め
て
突
き
と
め
ら
れ
う
る
よ
う
な
、
法
的
安
定
性
を
非

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
Ｔ
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
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（３０
）

常
に
損
な
う

『主
観
的
な
評
価
基
準
』
が
基
準
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
を
否
定
す
る
。

第
二
款
　
損
害
賠
償

ス
イ
ス
債
務
法
で
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
構
造
上
、
効
果
に
関
し
て
は
、
性
質
保
証
の
特
殊
性
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
。
性
質
保
証

の
効
果
と
し
て
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
い
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
ス
イ
ス
債
務
法
で
は
単
な
る
瑕
疵
の
場
合
と
同
様
に
直
接
損
害

の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
間
接
損
害
の
賠
償
は
売
主
が
無
過
失
の
証
明
に
失
敗
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
性
質
保
証
に
基
づ
い
て
買
主
は

「直
接
損
害
」
を
請
求
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
直
接
損
害
と
は
ど
こ
ま
で

の
損
害
な
の
か
、
さ
ら
に
売
主
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
間
接
損
害
と
は
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
、
に
つ
い
て
ス
イ
ス
債
務

法
の
学
説

・
判
例
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
結
果
責
任
と
し
て
の
瑕
疵
担
保
の
効
果
で
あ
る
直
接
損

害
と
は
別
に
、
間
接
損
害
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
売
主
の
過
失
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
債
務
法
の

判
例

・
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
日
本
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任

・
債
務
不
履
行
責
任
に
関
す
る
議
論
に
も
資
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

以
下
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
重
点
を
置
い
て
判
例

・
学
説
の
展
開
を
見
て
み
よ
う
。

一　

直
接
損
害
と
間
接
損
害
の
区
別
に
つ
い
て

前
述
し
た
よ
う
に
、
物
の
瑕
疵
担
保
に
関
し
て
は
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
に
お
い
て
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
か
ら
直
接
生
じ
た
損
害
の
賠
償
が
、

同
条
三
項
に
お
い
て
そ
れ
以
外
の

（間
接
）
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
二
項
の
直
接
損
害
の
賠
償
は
結
果
責
任
で
あ
り
、
三
項
の
間



鏃
韻
害
の
賠
償
は
過
失
責
任
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
直
接
損
害
と
間
接
損
害
の
区
別
は
、
普
通
法
に
お
け
る
因
果
関
係
理
論
に
そ
の
起
源
を
有

し
、
旧
債
務
法
下
で
は
、
債
務
不
履
行
の
際
の
損
害
賠
償
の
範
囲
を
定
め
た

一
一
六
条
、
権
利
の
瑕
疵
の
損
害
賠
償
を
定
め
た
二
四

一
条
、
物

の
瑕
疵
の
損
害
賠
償
を
定
め
た
二
五
三
条
に
存
在
し
て
い
た
。
旧
債
務
法
下
の
判
例
は
、
損
害
賠
償
の

一
般
規
定
で
あ
る

一
三
ハ
条

一爺
声
不

履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
契
約
時
に
予
見
可
能
な
直
接
損
害
に
限
定
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
、
二
五
三
条
の
物
の
瑕
疵
に
よ
る
直
接
損
害
に

つ
妙
旺
も
、
通
常
の
因
果
の
経
過
に
従
え
ば
瑕
疵
あ
る
給
付
の
直
接
の
結
果
と
し
て
予
見
可
能
な
損
害
に
つ
い
て
売
主
は
責
任
を
負
う
と
解
し

て
い
た
。

し
か
し
、　
一
九

一
一
年
の
現
行
債
務
法

へ
の
改
正
つ
錐
一
、
旧

一
一
六
条
自
体
不
要
で
あ
る
と
し
て
削
除
さ
れ
、
債
務
不
履
行
の
一
般
規
定

疵 ‐こ
〔
印
議
師
け

‐こ 損
購
彙
酬

一 接
爆
薦
卸
駆
卿
嘲
畔
」
嘲
巨
計
げ
帥
」

関 ‐こ
ｒ
鈍
理
嘲
疇
級

‐こ 間
婦
榔
疇
¨
可
岬
御
吻
行
債
務
法
に
お
い
て
、
権
利
の
瑕

１
　
学
説
の
概
観

（３７
）

直
接
損
害
と
間
接
損
害

の
区
別

の
基
準

に
関
す
る
学
説
は
大
き
く
分
け
て
次

の
よ
う
に
分
類
さ
れ
う
る
。

【消
極
的
／
積
極
的
契
約
利
益
基
準
説
】

学
説
の
大
影
徴
は
、
直
接
損
害
と
問
接
損
害
の
区
別
の
基
準
と
し
て
、
ま
ず
第

一
に
、
消
極
的
契
約
利
益

（信
頼
利
益
（判
ど
積
極
的
契
約
利

益

（履
行
利
益
）
の
対
概
念
を
用
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
の
直
接
損
害
の
場
合
に
は
消
極
的
契
約
利
益

（全

部
あ
る
い
は
そ
の

一
部
）
の
損
害
が
問
題
と
な
り
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
三
項
の
間
接
損
害
の
場
合
に
は
積
極
的
契
約
利
益
の
損
害
が
問
題
と
な
る

と
考
え
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
内
部
で
は
消
極
的
契
約
利
益
の
枠
内
に
お
け
る
直
接
損
害
の
確
定
に
つ
い
て

【完
全
対
応
説
】
と

【
一
部
対
応
説
】
が
対

立
し
て
い
る
。

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
Ｔ
完
）　
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【完
全
対
応
説
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
の
説
の
論
者
は
、
消
極
的
契
約
利
益
の
全
て
が
直
接
損
害
と
な
る
と
解
す
る
。
Ｏ
Ｒ

一
九
五
条

一
項
／
二
〇
八
条
二
項
は
、
契
約
の

榔『逆‐こは、日知榔繕酬耐はい姉制畔辞［諷章［御̈
）胸輪脚割期喘燎胆饂〓罐辞導す（害榔喘」脚嘲獅剌同‐こ益壕哺“は一

消
極
的
利
益
に
は
逸
失
利
益
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
前
提
自
体
が
誤
っ
て
お
り
、
実
際
に
は
、
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
他
の
取
引
に
基
づ
く

（４２
）

逸
失
利
益
も
直
接
損
害
と
し
て
賠
償
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。

【
一
部
対
応
説
】

こ
の
説
の
論
者
は
、
消
極
的
契
約
利
益
の
一
部
の
み
が
直
接
損
害
と
な
る
と
す
る
。
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
は
結
果
責
任
を
定
め
た
条
文

で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
可
能
な
限
り
抑
制
的
な
限
定
を
お
こ
な
う
の
が
妥
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
彼
ら
は
、

【完
全
対
応
説
】
に
よ
る

と
、
結
果
責
任
を
定
め
る
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
一
一項
に
よ
っ
て
売
主
が
逸
失
利
益
の
賠
償
責
任
ま
で
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
売
主

コ
罐
猜
一
新
製
れ
鋤
嶽

す
（
す

機
性
」

力ゝ ‐こ
は
当
に
蹄
』
ｒ
緒
脚
経
岬
け
』
」
「
一
Ｆ
嘲
鰤
刹
］
帥
割
鵠
脚
”
酬
帥
レ
詢

‐こ 直
鍛
轟
罐
賽
れ
な
嘲
雌

間
接
損
害
に
含
ま
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
基
準
は

【
一
部
対
応
説
】
の
論
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
大
き
く
分
け
て

【逸
失
利
益
排
除
説
】

と

【因
果
関
係
基
準
説
】
に
分
か
れ
る
。

【逸
失
利
益
排
除
説
】

こ
の
説
の
論
者
は
、
積
極
損
害

（０
”
日
口
“
８

ｏ３
ｏヽ
器
房
）
と
逸
失
利
益

（］ｇ
ａ
日

ｏｏｏ８
〓
）
の
区
別
を
用
い
る
。
彼
ら
は
、



消
極
的
契
約
利
益
を
さ
ら
に
、
積
極
損
害
と
逸
失
利
益
に
分
類
し
、
直
接
損
害
は
、
積
極
損
害
に
限
ら
れ
、
間
接
損
害
は
、
逸
失
利
益

並
び
に
積
極
的
契
約
利
益
を
含
む
と
す
（和
に

【因
果
関
係
基
準
説
】

こ
の
説
の
論
者
は
、
瑕
疵
あ
る
給
付
と
損
害
の
間
の
因
果
関
係
の
強
弱
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
、
直
接
損
害
と

間
接
損
害
の
区
別
は
本
来
普
通
法
上
の
因
果
関
係
理
論
に
そ
の
起
源
を
有
し
、
ま
た
、
文
言
上
も

「直
接
生
じ
た
損
室
こ

と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
決
定
的
な
区
別
の
基
準
は
、
損
害
事
実
と
損
害
の
間
の
因
果
関
係
の
強
度

（因
果
連
鎖
の
数
）
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の

考
え
に
従
え
ば
、
契
約
侵
害
の
直
接
の
結
果
で
は
な
い
逸
失
利
益
は
も
は
や
直
接
損
害
に
は
属
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

【逸
失
利
益
排
除
説
】
の
論
者
と
は
対
照
的
に
、
必
ず
し
も
全
て
の
積
極
損

（
害
め
鼈
接
損
害
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
必
要
も
な
い
。
因
果

関
係
の
弱
い
積
極
損
害
は
直
接
損
害
と
し
て
賠
償
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

間
接
損
害
に
つ
い
て
は
、

【消
極
的
／
積
極
的
契
約
利
益
基
準
説
】
内
で
は
、
全
積
極
的
契
約
利
益
と
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
。

契
約
榊
納
崚
」
は
計
測
辞
秘
鳴
わ
州
畔
御
型

す
一
約

雄
常
の
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
契
約
侵
害
の
賠
償
の
効
果
と
し
て
、
買
主
は
全
積
極
的

以
上
の

【消
極
的
／
積
極
的
契
約
利
益
基
準
説
】
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
少
数
説
が
対
立
し
て
い
る
。

【積
極
的
契
約
利
益
基
準
説
】

こ
の
立
場
は
、
原
則
と
し
て
直
接
／
間
接
損
害
と
も
積
極
的
契
約
利
益
か
ら
出
発
し
、
そ
の
内
部
で
直
接
損
害
と
間
接
損
害
を
区
別
す
る
。

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
丁
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九



一
九
〇

法
政
研
究
六
巻

一
号
公
一〇
〇

一
年
）

こ
の
見
解
の
代
表
者
で
あ
る
ベ
ッ
カ
ー
は
、
Ｏ
Ｒ

一
九
五
条
、
二
〇
八
条
の
損
害
賠
償
は
、
契
約
侵
害
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
し
、

師けげ同時榔え（害抑『罐ツと綱は』“］鰤時畔̈
磁牌同製機喘御機っけ廣げけ】̈
出卵叙け財料↑画̈
螂獅劇四帥割鵜一時鍔Ⅷ

例
え
ば
、
操

（
業
碑
一
の
結
果
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
従
業
員
の
賃
金
も
直
接
損
害
に
含
め
る
。
た
だ
し
、
逸
失
利
益
は
直
接
損
害
に
含

ま
れ
な
い
と
す
る
。

【消
極
的
契
約
利
益
基
準
説
】

こ
の
立
場
は
、
原
則
と
し
て
直
接
／
間
接
損
害
と
も
消
極
的
契
約
利
益
か
ら
出
発
し
、
そ
の
内
部
で
直
接
損
害
と
間
接
損
害
を
区
別
す
る
。

例
え
ば
シ
ュ
ー
ビ
ガ
ー
は
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
／
三
項
の
損
害
賠
償
が
、
瑕
疵
担
保
解
除
に
よ
る
契
約
の
解
消
的
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
／
三
項
の
直
接
損
害
と
間
接
損
害
は
、
消
極
的
契
約
利
益
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、

同
時
に
、
彼
は
、
消
極
的
利
益
の
中
に
は
、
積
極
損
害

（口
”
日
目
日

Φョ
Φヽ
零
房
）
と
逸
失
利
益

（中ｇ
ａ
日

ｏｏｏ８
〓
）
が
共
に
存
在
す
る

と
の
立
場
を
と
る
。
そ
の
上
で
、
積
極
損
害
を
直
接
損
害
、
逸
失
利
益
を
間
接
損
害
と
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
直

接
損
害
と
間
接
損
害
を
明
確
に
区
別
す
る
基
準
を
見
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
結
局
は
、
個
別
具
体
的
に
、
瑕
疵
あ
る
売
買
目

的
物
の
結
果
生
じ
た
損
害
を
算
定
す
る
こ
と
を
許
す
基
準
が
裁
判
官
に
与
え
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
／
三
項
に
よ
っ

て
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
た
基
準

（
―ま
お
ヽ
そ
ら
く
、
瑕
疵
あ
る
売
買
目
的
物
の
給
付
と
生
じ
た
損
害
の
間
の
相
当
因
果
関
係
の
強
度
と
の
関
連
に

よ
っ
て
も
具
体
化
さ
れ
う
る
と
い
う
。

２
　
瑕
疵
結
果
損
害
の
問
題

瑕
疵
結
果
損
害
が
、
直
接
損
害
あ
る
い
は
間
接
損
害
の
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の



（５０
）
　
　
　
．

点
に
つ
い
て
、
ギ
ー
ガ
ー
は
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
の
結
果
責
任
は
、
瑕
疵
結
果
損
害
も
含
む
全
積
極
的
損
害
を
包
摂
す
る
と
す
る
。
こ
れ
に

対
し
、
ケ
ラ
１
／
レ
ル
チ
ャ
ー
は
、
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
と
、
生
じ
た
損
害
の
間
の
因
果
関
係
の
距
離
を
基
準
に
定
め
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な

わ
ち
、
瑕
疵
の
直
接
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
瑕
疵
結
果
損
害
は
、
売
主
が
無
過
失
で
あ
っ
て
も
直
接
損
害
と
し
て
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
対
し
、
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
よ
り
も
損
害
の
発
生
の
因
果
の
連
鎖
が
遠
い
場
合
に
は
、
間
接
損
害
が
存
在
し
て
お
り
、
売
主
は
自

（５．
）

己
の
無
過
失
を
立
証
す
れ
ば
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
逆
に
ホ
ン
ゼ
ル
は
、
瑕
疵
結
果
損
害
は
、
瑕
疵
損
害
と
は
対
照
的
に
、

二
項
の
直
接
損
害
に
は
包
摂
さ
れ
ず
、
三
項
の
間
接
損
害
に
包
摂
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
契
約
法
に
お
け
る
不
完
全
履
行
な
い

し
は
付
随
義
務
の
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
過
失
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
製
造
物
責
任
法
は
、
製
造
者
と
輸
入
業
者

に
し
か
無
過
失
責
任
を
認
め
て
い
な
い
の

一
‐こ
鉾
狛
ら
製
品
を
製
造
し
て
い
な
い
無
過
失
の
売
主
に
瑕
疵
結
果
損
害
に
つ
い
て
結
果
責
任
を
負
わ

せ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
等
を
挙
げ
る
。

一
一　
間
接
損
害
を
根
拠
づ
け
る
売
主

の
過
失

に

つ
い
て

ベ
ッ
カ
ー
は
、
間
接
損
害
の
賠
償
を
基
礎
づ
け
る
売
主
の
過
失
に
つ
い
て
は
、
瑕
疵
の
認
識
は
必
ず
し
も
当
然
に
過
失
と
は
な
ら
な
い
と
す

る
。
し
か
し
、
も
し
、
買
主
が
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
た
な
ら
ば
目
的
物
を
購
入
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
売
主
が
予
測
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
目
的
物
の
真
正
を
売
主
が
詐
欺
的
に
保
証
し
た
場
合
を
挙
げ
る
。

さ
ら
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、　
一
定
の
性
質
を
保
証
し
、
容
易
に
そ
の
性
質
の
検
査
が
可
能
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
危
険
が
存
在
し
、
そ

れ
ゆ
え
正
確
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
性
が
存
在
す
る
目
的
物
が
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
検
査
義
務
が
存
す
る
場
合
も
そ

（５３
）

れ

に
当

た
る
と
す

る
。

こ
れ
に
対
し
、
ギ
ー
ガ
ー
は
、
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
を
売
主
が
認
識
し
て
い
た
場
合
に
は
、
売
主
に
開
示
義
務
が
あ
る
限
り
で
、
常
に
過
失

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
Ｔ
完
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（５４
）

と
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
他
に
、
過
失
が
認
定
さ
れ
る
場
合
と
し
て
売
主
の
検
査
義
務
の
違
反
を
挙
げ
る
。

条
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
の
過
失
に
つ
い
て
は
売
主
側
が
無
過
失
の
立
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
免
責
条
項
と
の
関
係

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
日
本
と
同
様
に
、
原
則
と
し
て
瑕
疵
担
保
責
任
を
排
除
す
る
条
項
も
有
効
で
あ
り
、
売
主

が
悪
意
で
瑕
疵
を
黙
秘
し
た
場
合
に
限
り
免
責
条
項
は
無
効
と
な
る

（Ｏ
Ｒ

一
九
九
条
）。
性
質
保
証
に
つ
い
て
も
、
売
主
が
性
質
の
不
存
在

を
認
識
し
つ
つ
、
性
質
保
証
を
行

っ
た
場
合
に
限
り
悪
意
の
黙
秘
と
な
り
Ｏ
Ｒ

一
九
九
条
が
適
用
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

鈍
い
し
、
そ
れ

を
越
え
て
、
判
例

ｏ
学
説
に
お
い
て
は
、
性
質
保
証
と
同
時
に
な
さ
れ
た
そ
の
免
責
は
自
己
矛
盾
行
為
と
な
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。

一　

判
例

連
邦
裁
判
所
は
、　
一
九
四
五
年

一
二
月

一
八
日
の
未
公
刊
の
判
決

（口
の
日
お

目

Ｎ
“

に
お
い
て
引
用
）
に
お
い
て
、
保
証
さ
れ
た
性
質

に
対
す
る
免
責
の
承
認
を
、
法
理
論
に
基
づ
い
て
否
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
性
質
保
証
に
よ
っ
て
一
定
の
性
質
に
対
す
る
損
害
担
保
を
引
き

受
け
、
か
つ
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
法
律
効
果
を
瑕
疵
担
保
の
免
責
条
項
に
よ
っ
て
再
び
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
前
出
の
連
邦
裁
判
所

一
九
四
七
年

一
〇
月
二
八
日
判
決

（ｕ
Ｏ
日

が

目

Ｎ
“
）
で
は
、
先
の
未
公
刊
の

一
九
四
五

年
判
決
の
論
理
は
、
売
主
の
揖
害
担
保
意
思
に
基
づ
く
性
質
保
証
に
の
み
当
て
は
ま
り
、
単
な
る
認
識
の
表
示
あ
る
い
は
言
明
に
よ
る
性
質
保

証
に
つ
い
て
は
、
免
責
は
論
理
的
に
極
め
て
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
売
主
が
免
責
条
項
に
よ
っ
て
責
任

（
を
晩
「
る
つ
も

り
で
あ
る
な
ら
ば
、
信
義
則
上
、
そ
の
よ
う
な
免
責
条
項
は
誤
解
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。



一
一　
学
説

以
上
の
よ
う
な
判
例
理
論
に
従
う
説
も
多
（田
″

レ
ル
チ
ャ
ー
も
、
基
本
的
に
は
判
例
の
立
場
に
賛
同
じ
つ
つ
、
な
お
、
保
証
さ
れ
た
性
質
が

欠
如
し
て
い
る
場
合
に
瑕
疵
担
保
責
任
の
免
責
を
主
張
す
る
こ
と
が
権
利
濫
用
的
に
信
義
則
と
抵
触
し
な
い
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
性
質
保
証
の
目
的
は
保
証
さ
れ
た
性
質
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
売
主
の
責
任
を
根
拠
づ
け
る
こ
と

に
あ
り
、
売
主
が
そ
の
よ
う
な
責
任
に
対
す
る
免
責
条
項
を
援
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
売
主
の
責
任
の
根
拠
付
け
と
い
う

性
質

（
保
颯
積
任
の
意
義
が
失
わ
れ
る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
免
責
条
項
の
援
用
は
自
己
矛
盾
行
為
と
な
り
権
利
濫
用
と
見
な
さ
れ

る
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
ギ
ー
ガ
ー
は
、
契
約
責
任
説
の
立
場
か
ら
、
判
例
理
論
を

「内
容
的
に
矛
盾
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
完
結
的
な
体
系
を
破
壊
す

る
も
の
で
あ
り
、
不

一
致
と
法
的
不
安
定
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
」
と
批
判
す
る
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
誤
り
の
原
因
は
、
認
識
の
表
示

を
要
素
と
す
る
性
質
保
証
責
任
の
構
築
に
存
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
性
質
保
証
を
、
目
的
物
の
主
張
さ
れ
た
性
質
の
存
在
に
対
し
て
責
任
を
負

は̈いい時蛯̈
‐こ拘隊助「臓耐鋼時晰」いは制剛村』はいけぎ日州卸劉嘲脚廟い商紳嚇量利̈
得一動悧』暉Ⅷりにおいて正当

い型社「にわ一に解Ｍ証‐こ議ぃは一もド嘲解認‐こ証つ責囃̈
時ヽ
は鋤罐聾嘲識綺闘術喘設舞］珈詢め（と酬町る見解が支配的であると

第
二
節
　
学
説
の
展
開
の
ま
と
め

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
（二
・
完
）

一
九
二
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条
文
上

の
系
譜

一
九
四

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
な
ら
び
に
性
質
保
証
責
任
の
条
文
上
の
系
譜
か
ら
は
、
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
。

要
件
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
う
場
合
と
し
て
、
保
証
さ
れ
た
性
質
の
欠
如
並
び
に
目
的
物
の
価
値
あ
る
い
は
使
用
適
性

を
失
わ
せ
る
若
し
く
は
減
じ
る
瑕
疵
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

他
方
、
効
果
に
つ
い
て
は
、
性
質
保
証
並
び
に
悪
意
の
黙
秘
に
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
結
び
つ
け
る
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
立
場

を
取
ら
ず
、
解
除
の
効
果
の
一
つ
と
し
て
売
主
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
影
響
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
お
よ
び
そ
れ
を
継
受
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
そ
の
系
譜
を
同
じ
く
し
つ
つ
、
効

果
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
か
ら
は

一
線
を
画
し
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
に
連
な
る
系
譜
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

一
一　
性
質
保
証

の
要
件

，
こ
の
よ
う
な
条
文
上
の
系
譜
に
も
関
わ
ら
ず
、
債
務
法
立
法
直
後
の
学
説
は
、
も

っ
ぱ
ら
ド
イ
ツ
民
法
の
学
説
を
移
植
す
る
こ
と
に
腐
心
し

て
い
た
。
オ
ー
ザ
ー
、
ベ
ッ
カ
ー
等
は
当
時
の
ド
イ
ツ
の
支
配
的
見
解
の
影
響
を
受
け
、
性
質
保
証
は
売
主
に
よ
る
損
害
担
保
の
引
受
で
あ
る

と
の
見
解
を
採

っ
た
。
他
方
、
ト
ゥ
ー
ル
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
少
数
有
力
説
で
あ
っ
た
ヴ
ォ
ル
フ
、

ハ
イ
マ
ン
等
の
説
の
影
響
を
受
け
、
単

な
る
認
識
の
表
示
で
も
法
の
定
め
に
よ
っ
て
性
質
保
証
と
な
り
責
任
を
基
礎
づ
け
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
が
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
に
よ
リ
ロ
ー
マ

法
の
歴
史
的
解
釈
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
次
第
に
有
力
に
な
り
、

つ
い
に
は
判
例
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
近
時
に
お
い
て
も
、

ギ
ー
ガ
ー
を
代
表
と
し
て
、
損
害
担
保
意
思
を
要
件
と
す
る
説
も
依
然
と
し
て
有
力
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
在
に
至
る
ま
で
、
性
質
保
証
の
要
件
に
関
す
る
議
論
は
決
着
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
既
に
克
服
さ
れ
た



ヴ
ォ
ル
フ
、

ハ
イ
マ
ン
等
の
三
分
説
の
流
れ
を
汲
む
説
が
、
ス
イ
ス
で
は
依
然
と
し
て
通
説
と
し
て
の
地
位
を
保

っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由

は
、
先
に
述
べ
た
条
文
上
の
系
譜
に
存
す
る
。
そ
も
そ
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
瑕
疵
担
保
責
任
は
そ
の
構
造
上
、
性
質
保
証
は
売
主
の
履
行
利
益
の
損

害
賠
償
責
任
と
直
結
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
売
主
の
責
任
の
不
当
な
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
性
質
保
証
は
売
主
が
損
害
担
保
の
意
思
を
有
し
て

い
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
説
が
通
説
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
イ
ス
債
務
法
は
、
条
文
の
構
造
上
、
性
質
保
証
を
売
主

の
履
行
利
益
の
賠
償
責
任
に
直
結
さ
せ
る
と
い
う
構
成
は
採
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
起
草
者
の
意
思
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う

な
事
情
か
ら
、
ス
イ
ス
債
務
法
に
お
い
て
は
、
売
主
の
責
任
の
拡
大
と
い
う
問
題
を
顧
慮
す
る
必
要
が
な
く
、
ド
イ
ツ
法
と
比
べ
て
比
較
的
自

由
に
性
質
保
証
の
法
的
性
質
及
び
そ
の
要
件
を
議
論
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
売
主
の
責
任
の
限
定
は
む
し
ろ
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項

の
直
接
損
害
の
範
囲
の
限
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〓
一　
性
質
保
証
の
法
的
構
成

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
立
法
当
初
か
ら
争
い
の
な
か
っ
た
、
性
質
保
証
が
契
約
の
構
成
要
素
と
な
る
と
い
う
点
は
、
ス
イ
ス
の
判
例

・

学
説
の
激
し
い
論
争
の
的
と
な
っ
た
。
性
質
保
証
は
単
な
る
認
識
の
表
示
で
も
足
り
る
と
す
る
説
は
、
性
質
保
証
は
意
思
表
示
で
す
ら
な
い
と

す
る
た
め
、
必
然
的
に
、
性
質
保
証
は
契
約
の
内
容
と
な
ら
ず
、
単
に
法
の
定
め
る
責
任
を
惹
起
す
る
要
件
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る

（法
定

責
任
説
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
損
害
担
保
意
思
を
要
件
と
す
る
説
は
、
当
事
者
の
性
質
に
対
す
る
表
示
が
契
約
内
容
に
取
り
込
ま
れ
な
い
の
は

不
当
で
あ
り
、
性
質
保
証
も
、
当
然
、
意
思
表
示
で
あ
り
、
契
約
内
容
を
構
成
す
る
と
す
る

（契
約
責
任
説
）。

し
か
し
、
近
時
の
契
約
責
任
説
に
お
い
て
は
、
信
頼
原
則
に
従
い
、
買
主
が
信
頼
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
る
売
主
の
表
示
が
契
約
の
内
容
に
な

る
と
い
う
構
成
を
採
る
も
の
が
増
え
て
い
る
。
他
方
、
法
定
責
任
説
の
中
に
も
、
性
質
保
証
を
し
た
売
主
の
帰
責
の
根
拠
と
し
て
信
頼
原
則
を

持
ち
出
す
も
の
が
あ
る
。
結
局
、
信
頼
理
論
を
媒
介
と
し
て
両
説
の
間
の
相
違
は
か
な
り
埋
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
払
う６．
″

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
⌒二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
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一
九
六

四
　
単
な
る
宣
伝
と
の
区
別

ド
イ
ツ
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条

一
項
の
単
な
る
言
明
と
四
五
九
条
二
型
の
性
質
保
証
の
区
別
が
重
要
な
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、

ス
イ
ス
で
は
、
単
な
る
言
明
で
も
性
質
保
証
で
も
法
律
効
果
は
同
じ
た
め
、
こ
の
点
は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
ス
イ
ス
で
は
、

全
く
売
主
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
せ
な
い
意
味
の
な
い
宣
伝
と
の
区
別
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
契
約
責
任
説
で
は
、
性
質
保
証

は
契
約
の
内
容
と
な
る
た
め
、
自
ず
と
、
無
意
味
な
宣
伝
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
法
定
責
任
説
は
、
認
識
の
表
示
で
も
性
質

保
証
と
な
り
う
る
と
す
る
た
め
に
、
単
な
る
宣
伝
と
の
区
別
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
買
主
の
購
入
の
決
断
と
の
因
果
関
係
が
新
た
な

要
件
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
単
な
る
宣
伝
と
の
区
別
の
基
準
と
し
て
導
入
さ
れ
た
因
果
関
係
の
要
件
は
、
判
例
の
採
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
通
説
と
な
っ

た
。
し
か
し
近
時
の
法
定
責
任
説
の
論
者
に
お
い
て
、
売
主
の
言
明
と
買
主
の
購
買
の
決
断
と
の
間
の
因
果
関
係
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
、
瑕

疵
担
保
責
任
の
成
否
を
主
観
的
基
準
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
に
な
り
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
よ
り
客
観
的
に
、
売
主
の

言
明
が
当
該
性
質
に
対
す
る
買
主
の
信
頼
を
惹
起
し
た
点
を
重
視
す
る
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。

五
　
性
質
保
証
と
方
式

ド
イ
ツ
の
通
説

・
判
例
は

「性
質
保
証
は
契
約
の
本
旨
に
し
た
が
っ
て
与
え
ら
れ
契
約
の
内
容
と
な
る
」
と
考
え
る
た
め
、
契
約
が

一
定
の

方
式
を
踏
む
必
要
が
あ
る
場
合
、
性
質
保
証
も
当
然
当
該
方
式
を
踏
む
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
不
動
産
売
買
の
場
合
に
は
、
契
約

は
公
正
証
書
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
は
性
質
保
証
も
公
正
証
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、



（“
）

性
質
保
証
の
契
約
的
性
質
か
ら
当
然
導
か
れ
る
。
他
方
、
ス
イ
ス
の
通
説

・
判
例
と
も
、
現
在
で
は
無
方
式
の
性
質
保
証
に
も
法
的
効
力
を
認

め
る
。
法
定
責
任
説
は
、
性
質
保
証
を
認
識
の
表
示
と
捉
え
る
た
め
に
、
当
然
、
性
質
保
証
は
方
式
を
踏
ま
ず
と
も
有
効
で
あ
る
と
の
帰
結
を

容
易
に
導
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
契
約
責
任
説
で
は
、
性
質
保
証
は
契
約
の
内
容
を
構
成
す
る
た
め
、
本
来
、
要
式
契
約
の
場
合

に
は
、
性
質
保
証
も
当
然
方
式
を
踏
む
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
契
約
責
任
説
の
多
数
は
、
無
方
式
の
性
質
保
証
の
有
効
性
を

承
認
し
て
い
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
契
約
に
方
式
が
要
求
さ
れ
る
理
由
は
、
当
事
者
を
軽
率
な
契
約
締
結
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ

の
こ
と
は
本
体
と
し
て
の
契
約
に
つ
い
て
遵
守
さ
れ
て
お
れ
ば
よ
く
、
性
質
保
証
が
方
式
を
踏
ん
で
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
当
事
者
の
保
護
は

無
に
帰
せ
じ
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

エハ
　
損
害
賠
償
の
範
囲

前
述
し
た
よ
う
に
ス
イ
ス
債
務
法
の
瑕
疵
担
保
の
効
果
と
し
て
の
損
害
賠
償
は
、
性
質
保
証
と
は
直
結
し
て
い
な
い
。
瑕
疵
担
保
責
任

一
般

と
し
て
の
損
害
賠
償
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
は
無
過
失
の
売
主
は
直
接
損
害
、
過
失
あ
る
売
主
は
そ
れ
以
外
の
損
害
、
す
な
わ

ち
間
接
損
害
の
賠
償
責
任
を
課
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
直
接
損
害
と
問
接
損
害
を
区
別
す
る
基
準
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
学

説
は
、
様
々
な
基
準
を
提
示
し
て
き
た
。
区
別
の
基
準
は
瑕
疵
担
保
の
際
の
損
害
賠
償
を
定
め
る
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
の
法
的
性
質
を
ど
の
よ
う
に

解
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
ベ
ッ
カ
ー
の
よ
う
に
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
の
損
害
賠
償
は
契
約
侵
害
と
し
て
の
損
害
賠
償
で
あ
り
、
そ

の
範
囲
は
積
極
的
契
約
利
益
を
含
む
と
す
る
説
も
あ
れ
ば
、
シ
ュ
ー
ビ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
の
法
的
性
質
を
契
約
の
解
消
と
捉
え
、

消
極
的
契
約
利
益
を
前
提
と
す
る
説
も
存
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
説
は
少
数
説
に
と
ど
ま
り
、
判
例
お
よ
び
多
数
説
は
、
結
果
責
任
で
あ
る

直
接
損
害
に
は
消
極
的
契
約
利
益

（信
頼
利
益
）
が
、
過
失
責
任
で
あ
る
間
接
損
害
に
は
積
極
的
契
約
利
益

（履
行
利
益
）
が
対
応
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
接
／
間
接
損
害
と
消
極
的
／
積
極
的
契
約
利
益
が
必
ず
し
も
完
全
に
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
直
接
損

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
Ｔ
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
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害
か
ら
逸
失
利
益
の
賠
償
は
排
除
す
る
説
、
あ
る
い
は
消
極
的
契
約
利
益
の
中
で
も
因
果
関
係
の
強
弱
に
よ
っ
て
直
接
損
害
と
問
接
損
害
に
振

り
分
け
る
説
等
が
あ
る
。

他
方
で
、
ド
イ
ツ
で
は
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
た
性
質
保
証
と
損
害
賠
償
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
は
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
希
薄
で
あ
り
、

性
質
保
証
の
要
件
論
と
損
害
賠
償
の
範
囲
の
議
論
は
全
く
別
個
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、

学
説
の
中
に
は
、
結
果
責
任
で
あ
る
Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
の
直
接
損
害
に
、
履
行
利
益
、
あ
る
い
は
逸
失
利
益
、
又
は
瑕
疵
結
果
損
害
の
賠
償

ま
で
含
め
る
も
の
も
あ
り
、
結
果
的
に
性
質
保
証
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
そ
れ
と
あ
ま
り
差
が
な
く
な

る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

七
　
免
責
条
項
と
の
関
係

条
文
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
性
質
保
証
を
排
除
す
る
条
項
の
有
効
性
は
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説
は
、
ほ
ぼ

一
致
し
て
、
性
質
保

証
を
完
全
に
排
除
す
る
条
項
は
自
己
矛
盾
行
為
と
な
り
無
効
で
あ
る
と
す
る
。
判
例
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
よ
う
な
免
責
条
項
も
有
効
で
あ
る

と
す
る
が
、
不
明
確
な
も
の
は
無
効
と
な
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
性
質
保
証
の
一
部
の
責
任
の
免
責
は
問
題
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。



（
１

）

〇
一
ざ

∽
３

ｏ
●
Ｆ
ｑ

・
ｕ
げ

Ｎ
‘
∽
一ｏ
口
ｑ

‘
口
”

く
ｏ
●

国
置

８

８

ｒ
ｐ
沖
８

げ
Φ
】日

パ
ｐ
亀

」
∪

３̈

・
ｕ
Ｒ

Ｆ

い
Ｒ

Ｐ

∽
・
器

■

当

時

の

ド

イ

ツ

の
判

例

・
学

説

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
性
質
保
証
概
念
の
展
開
」
神
戸
法
学
四
七
巻
二
号
二
九
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
２

）

国
口
”
ｏ

Ｏ
∽
ｏ
Ｆ

Ｕ
”
∽

〇
げ
】中”
”
け
一〇
●
ｏ
●
『
Φ
Ｏ
ｒ
Ｆ

＞
”
ｒ

【
‐い
Ｎ
Ｐ

い
０
い
Ｐ

∽
・
卜
∞
ｕ

魂
∴

国
Φ
目
●
ｐ
●
目

∪
Φ
ｏ
Ｆ
ｏ
Ｆ

Ｏ
げ
】】”
ｐ
一
ｏ̈
●
ｏ
●
『
ｏ
Ｏ

，
Ｆ

い
Ｏ
ω
♪

∽
・
０
い

い

も

っ
と
も
、
性
質
保
証
は
売
主
の
よ
る
損
害
担
保
の
引
受
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
事
者
に
よ
っ
て
契
約
の
内
容
に
取
り
込
ま
れ
る
必
要
は
な
い
と
す
る
点

で
、
こ
の
立
場
は
後
に
述
べ
る
契
約
責
任
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
折
衷
説
と
も
称
さ
れ
る
。

（
３

）

○
∽
Ｏ
Ｆ

”
・
Ｐ

Ｏ
・
∽
・
卜
∞
ｏ

蹴
・
日
］』
日
、

ω
０
０
Ｆ
ｏ
ｒ

”
。
Ｐ

ｏ
〓

∽
・
０
い

い

（
４

）

Ｕ
Φ
ｏ
Ｆ
ｏ
ｒ

ｐ
・
Ｐ

ｏ
〓

∽
。
ｏ
ｒ

↑
ｏ
）

ω
ｏ
ｏ
Ｆ
ｏ
Ｆ

ｐ
・
”
・
〇

〓

∽
・
ｏ
ド

（６
）

ω
Ｏキ
ΦＦ

”
・
Ｐ

ｏ
〓
∽
・
ＯＮ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

（７
）

ト
ゥ
ー
ル
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
教
科
書
に
お
い
て
も
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
ハ
イ
マ
ン
を
引
用
し
、
特
定
物
の
場
合
の
性
質
保
証
は
損
害
担
保
的

０
８
日
∽̈８
『一の３
）

な
意
味
合
い
を
持

つ
の
で
は
な
く
、
言
明
的

（ｐ
∽りｏ『一０
■
∽多
）
な
意
味
を
持

つ
と
す
る

（＞
ロ
キ
ｏ３

く
ｏ
●
日
“
Ｆ
Ｆ

∪
ｑ

＞
】中明
日
０一８

↓
＆

一
８

∪
Φ二
∽３
ｏ●
り
町
”
ｑ
中̈
ｏＦ
ｏ口
”
８
Ｆ
オ
・
ド

〕
ｐ
●

，

Ｆ
熙
彎
一ｐ

８
〓
・

，

い
ヽ

「
目
８
）。
た
だ
し
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
ハ
イ
マ
ン
等
が
主
張
し
た
三
分
説
は
、

按
擦
官
告
示
法
上
の
請
求
権

（解
除
、
代
金
減
額
）
の
み
を
発
生
さ
せ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
二
項
の
意
味
の
性
質
保
証
と
、
そ
れ
を
超
え
て
、
不
履
行
に

基
づ
く
損
害
賠
償
を
発
生
さ
せ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
六
三
条
の
性
質
保
証
を
そ
の
効
果
に
応
じ
て
区
別
し
、
前
者
は
単
な
る
言
明
で
も
足
り
る
が
、
後
者
は
損
害

担
保
の
引
受
が
必
要
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿

・
前
掲
神
戸
法
学
四
〇
三
頁
参
照
。

（
８

）

く
ｏ
●

日
Ｃ
Ｆ
Ｆ

＞
】一”
Φ
日

２
●
Φ
ヽ

日
２
中
Ｏ
ｏ
∽

∽
ｏ
Ｆ
■
２
Ｎ
ｏ
ユ
∽
ｏ
Ｆ
ｏ
口

○
げ
中中”
ｐ
一
０̈
●
Φ
目
『
Ｏ
ｏ
Ｆ
一
Ｐ

卜
・
〓
ｐ
一σ
げ
β

・
い
Ｏ
Ｎ
♪

∽
・
い
ｕ
Ｎ

〓
・

（
９

）

く
ｏ
●

日
Ｃ
Ｆ
Ｆ

”
。
Ｐ

Ｏ
〓

∽
・
【
い
ヽ

＞
目
日

。
ぃ
”

（
１０

）

く
ｏ
●

弓
ｃ
Ｆ
Ｆ

”
・
Ｐ

Ｏ
〓

∽
・
【
ｕ
ヽ

＞
口
日

・
Ｎ
ゃ

（
１１

）

く
ｏ
●

弓
“
Ｆ
Ｆ

”
・
Ｐ

Ｏ
〓

∽
・
Ｎ
い
９

（
・２

）

く
ｏ
・

日
ｒ
Ｆ
Ｆ

”
・
Ｐ

Ｏ
‘

∽
・
Ｎ
ｏ
ｏ

＞
口
日

・
け

，

（
Ｂ

）

≦
「一】】口
Φ
】日

∽
け
ｐ
●
欧
Φ
Ｆ

く
ｏ
口

Ｏ
Φ
ヽ

Ｎ
ヽ
ａ
ｏ
Ｆ
Ｏ
『
●
●
”

”
８
三
げ
∽

＞
『
”

【
Φ
『

〇
コ

・
Ｎ
ω
』
く

Ｈ
ｏ
ヽ
♪

い
ヽ
”

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
全
丁

完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
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〇

（・４
）

∽
けｐ
“
魂
ｏＦ

ｐ
。
Ｐ

Ｏ
〓
∽
・
【卜
ｐ

（・５
）

反
対
、
くｏ
●
弓
暉
Ｆ
炉

Ｐ

ｐ
。
９
〕
ｐ

Ｎ
卜印

し
か
し
、
こ
の
後
、
通
説

・
判
例
は

一
致
し
て
、
性
質
保
証
は
無
方
式
で
も
有
効
で
あ
る
と
す
る
。

（・６
）

∽
↑ｐ
“
識
Φ『
・
Ｐ

”
・
〇
〓
∽
・
いい
ｒ

（‐７
）

∽
けｐ
・
臨
Φ『
・
Ｐ

ｐ
・
〇
〓
∽
・
Ｆｕヽ

（‐８
）

シ
エ
ン
カ
ー
は

一
九
四
九
年
の
博
士
論
文
に
お
い
て
、
性
質
保
証
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
「性
質
保
証
は
、
契
約
の
本
旨
に
従
っ
た
損
害
担
保
、
あ

る
い
は

一
方
的
な
損
害
担
保
約
束
と
呼
ば
れ
る
給
付
約
束
、
契
約
の
構
成
要
素
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
性
質
保
証
は
履
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
ず
、
あ
る
い
は
逆
に
、
特
定
物
が
保
証
さ
れ
た
性
質
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
も
、
売
主
は
契
約
を
完
全
に
履
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
性

質
保
証
は
、
買
主
に

一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
惹
起
さ
せ
、
特
別
な
程
度
ま
で
の
信
頼
を
必
要
と
す
る
知
識
の
表
示
で
あ
る
」
と
し
て
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
と
同

様
に
法
定
責
任
説
に
立

つ

（∽
３
８
庁
ｑ
・
Ｐ

Ｐ

Ｏ
〓
ｐ

卜
じ
。
さ
ら
に
性
質
保
証
の
法
的
根
拠
に
づ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ズ

ュ
ー
ス
の
見
解
に
依

拠
し
て
、
等
価
原
則
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち

「
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
の
法
的
根
拠
は
、
法
律
行
為
上
の

『損
害
担
保
』
の
引
受
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
売
主
の
性
質
保
証
に
よ
っ
て
生
じ
た
給
付
と
反
対
給
付
の
不
均
衡
の
法
的
な
調
整
に
存
す
る
」
６
３
Φ目
ｒ
ｑ
¨
Ｐ

Ｐ

ｏ
ｔ

，

卜０
。

（・９
）

「
８
８

』
陣
”
咀
¨
∪
ざ

Ｎ
Ｌ
の中ｏＦ
ｑ
‘
口
”
く
ｏ
●
国
置
Φ●
８
Ｆ
ｐ
神
Φ●
Ｏ
ｑ

パ
ｐ
●
お

，
ｏＦ
Ｏ
〓
¨
『

，

日
Ｆ
８

ｏ
暉
〓
¨
８
８
・
ｐ

一
『
欧
。　
こ
の
よ
う
に
結
塾̈霊
円

に
は
、
連
邦
裁
判
所
の
判
例
と
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ェ
ッ
ギ
は
判
例
に
対
し
て
、
次
の
二
つ
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
（１
）
性
質
保
証
の
法

的
性
質
が
認
識
の
表
示
で
あ
る
こ
と
を
、
条
文
の
歴
史
的
解
釈
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
裁
判
所
は
、
認
識
の
表
示

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た

，
ｏご
日

に
性
質
保
証
の
起
源
が
存
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
債
務
法
の
公
布
当
時
の
普
通
法
の
文
献
で
は
、
保
証
さ
れ

た
性
質
は

「約
束
さ
れ
た
」
性
質
と
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
り
、
コ

ｏ̈言
日
」
と

「「
ｏ
日
一∽∽‘
日
」
の
両
方
の
表
現
は
、
そ
の
都
度
、
全
体
と
し
て
同

じ
要
件
、
す
な
わ
ち
性
質
保
証
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
（２
）
連
邦
裁
判
所
は
、
性
質
保
証
を
あ
ま
り
に
特
別
の
法
制
度
と
し
て
捉
え

す
ぎ
て
い
る
こ
と
。

つ
ま
り
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
は
、
性
質
保
証
そ
の
も
の
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
保
証
さ
れ
た
性
質
の
欠
如
を
扱

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
場
合
に
、
固
有
の
法
律
効
果
を
定
め
る
の
で
は
な
く
、
通
常
の
瑕
疵
の
場
合
と
同
じ
効
果
を
定
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（３
）
性
質
保

証
は
契
約
の
構
成
要
素
で
は
な
い
ゆ
え
、
不
動
産
売
買
の
場
合
に
は
方
式
を
踏
む
必
要
は
な
い
と
い
う
結
論
を
連
邦
裁
判
所
は
導
く
が
、
こ
の
論
拠
は
説

得
力
が
な
い
こ
と
。
イ
ェ
ッ
ギ
は
、
性
質
保
証
に
つ
い
て
、
認
識
の
表
示
で
あ
る
が
、
契
約
の
内
容
と
な
り
う
る
と
い
う
立
場
を
取
る
た
め
、
連
邦
裁
判



所
の
よ
う
な
単
純
な
論
拠
で
無
方
式
の
性
質
保
証
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
契
約
責
任
説
と
同
じ
よ
う
に
、
性
質
保
証
も
方
式
を
踏
む

必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
Ｏ
Ｒ

一
九
七
条
か
ら
は
導
く
こ
と
が
で
き
ず
、
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
方
式
を
強
制
し
て
い
る
規
定
に
基
づ
い
て
答
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（２０
）

」
陣
”
咀
・
Ｐ

”
・
〇
〓
∽
・
『『
”

（２‐
）

フ
ラ
ー
も
、　
一
九
七
三
年
の
博
士
論
文
に
お
い
て
、
今
日
で
は
、
性
質
保
証
は
、
意
思
表
示
で
は
な
く
認
識
の
表
示
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
で

あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
表
示
が
あ

っ
た
場
合
に
は

「取
引
界
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
が
正
し
く
な
か
っ
た
場
合
に
は

譲
渡
人
は
責
任
を
負
う
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
そ
の
表
示
を
譲
受
人
は
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
従

っ
て
性
質
保
証
は
原
則
と
し
て
契
約
上

の
給
付
義
務
を
惹
起
せ
ず
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
帰
着
す
る
法
定
責
任
を
惹
起
す
る
」

と
す
る

（コ
ｏ
竃

「
電
『ΦＦ

Ｕ
Φ一↑■
”

さ
『
Ｆ
軍
ｏ
８
『

ｏ
ｏ■
洋
『中Φ一∽言
目
”
一曰

く
ｏ『け『ｐ
明
８
ｏ，
Ｆ
∪
い８
・
Ｎ
晴
】．卜

【鴫
Ｐ

∽
・
ミ

い
）。
さ
ら
に

「譲
渡
人
は
、
（た
と
え
性
質
保
証
が
意
思
表
示
で
は
な
く
契
約

の
目
的
物
に
関
す
る
認
識
の
表
示
あ
る
い
は

一
定
の
言
明
で
し
か
な
く
と
も
）
契
約
法
に

一
般
的
に
支
配
的
な
信
頼
理
論
に
従
っ
て
、
彼
は
そ
の
言
明
に

基
づ
い
て
保
証
さ
れ
た
性
質
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、

譲
受
人
は
、
性
質
保
証
と
契
約
の
締
結
の
間
に
入
り
う
る
適
切
な
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
存
在
し
て
い
る
、
信
義
誠
実
の
原

則
に
依
拠
し
た
瑕
疵
担
保
請
求
権
を
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
性
質
保
証
と
買
主
の
購
買
の
決
断
の
間
の
因
果
関
係
は
不
要
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
る

（『
Ｅ
■
ｏＦ

”
・
Ｐ

Ｏ
〓
∽
・
卜
０
い
）。

（
２２

）

〓

ｐ
ｘ

パ

Φ
【】
ｑ

＼
↓
Ｆ
ｏ
日

跳

ｒ
？

一
８

Ｆ
ｑ

・
パ

”
亀

８

ｏ
Ｆ
●

８

∞
ｐ

∽
一
い
０

「
い

（
２３

）

目

ｐ
房

〓

Ｒ

ド

∽
Ｒ

，
明

■

辟

Ｌ

ｏ
一
∽
言

口
”

ｓ
，

ｃ

甲

『
言

日

８

口
ぉ

多

言

口
”

〓

¨
『
ｐ

↓
８

０

●
〓

・

８

８

・

，

ｏ
ｏ

『
●

３

・

ウ
」
の

他

に

メ

ル

ツ

の

見

解
を
支
持
す
る
見
解
と
し

て
は
、
＞
】守
ａ

∽
８
‘
げ
置
ｏ
Ｆ

く
Ｒ
Ｆ

，
中ご
お

計
『
ｒ
３

”
Φ
〓
辟
一『
巨
∽
言
目
的

Ｎ
‘

計
口

『
ｏ
ぼ
８

一
ｑ

Ｚ

魯̈
一ｑ
旨
一】●
●
”

ｏ
８
『

口
Ｏ̈
Ｆ
一
　
”
ｏ
Ｆ
Ｏ
『
”̈
Φ
口
　
国
『
喘
口
〓
“
●
”
　
０
蛹
″
　
い
０
『
　
〔”
　
‐　
０
輛
″　
Φ
『
　
』い
。　
い
０
い
ヽ
・　
∽
・　
卜
　
喘”
　̈
壼
［”
●
∽
ｏ「
①
けΦ
『
　
宍
一”
けＮ
　̈
∽
”
ｏ，
日
鱗
口
”
Φ
】
げ
ｏ
Ｆ
●
　
穴
一ｐ
“
い
　
く
０
●

因
“
房
置
８
８
■
ぽ
計
目

“
巳

＞
詳
一ｏ
Ｌ
Ｓ
一８

・
お
ざ
・
ｐ

一
∞
魂
≧
「が
あ
る
。

（
２４

）

目
ｐ
・
り

０
置

ｑ

・
ω
ｑ

目
ｑ

‐
パ
ｏ
日

日

０
口
゛
ｐ
Ｆ

Ｕ
”
∽

〇
匡

け

Ｂ

ざ

目
Φ
●
『
８

Ｆ
Ｆ

ド

＞
“
Ｐ

・
お

∞
ｐ

＞
諄

・
８

ド

∽
・
∞
ヽ
９

（２５
）

Ω
”̈
ΦＦ

ｐ
・
Ｐ

Ｏ
〓
＞
『嗜

い０
が

∽
・
ω卜
Ｆ
い

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
Ｔ

完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇

一



法
政
研
究
六
巻

一
号
公
一〇
〇

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
二

（２６
）

０
”̈
ΦＦ

，
・
Ｐ

Ｏ
〓
＞
諄
。
い０
が

∽
・
ω
ヽ
Ｎ
”

（２７
）

０
”̈
ｏＦ

，
・
Ｐ

Ｏ
ｔ
＞
『ｒ

い０
が

∽
・
ωヽ
ω
魂
・

（２８
）

Ｏ
Ｒ
二

一
六
条

一
項

土
地
を
目
的
と
す
る
売
買
契
約
は
、
其
の
有
効
な
る
が
為
に
は
、
公
の
証
書
作
成
を
必
要
と
す

（司
法
省
調
査
部

『
オ
ー
ゼ
ル
、
シ
ェ
ー
ネ
ン
ベ

ル
ガ
ー
共
編
　
ス
イ
ス
債
務
法
』
（司
法
資
料
　
第
一
一六

一
号
）
九

一
頁
以
下
）。

Ｚ
Ｇ
Ｂ
六
五
七
条

一
項

所
有
権
移
転
を
目
的
と
す
る
契
約
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
公
正
証
書
の
作
成
を
要
す
る
。

（２９
）

０
い”
ｏＦ

ｐ
。
Ｐ

Ｏ
〓
＞
『ｒ

ＨＯ
が

∽
・
ω卜
、
Ｒ
・

（３０
）

０
置
ｏＦ

Ｐ

ｐ
・
９
・
＞
『

，

８
ド

∽
。
鵠
Ｈ
声
　
ギ
ー
ガ
ー
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
ョ

〓̈

コ
∽多
ｏＦ

∪
ｑ

‘
口
日
一詳
Φ】げ
キ
Φ
●
●
一
８
『

日
一諄
０】げ
ｐ
澪

∽
３
ｐ
計
口
一日

パ
８
守
ｏ魯
●

８
８
・
ｐ

Ｎ８

魂
。が
あ
る
。

（“Л
）
　
∪
●
‘
●
Ｏ
く
０
●
〕
日
っｏ口
・
∽
ｏＦ
■
ｏ̈
ＮΦ『】∽ｏＦ
００
０
げ
〓
”
ｐ
〓
ｏ
●
ｏ●
『父
ン
↑ＩＵ
日
・
い０
『ド
∽
。
卜
ｒ
「
Φ̈『噌ｏ
Ｏ
ｐ
く
口̈
・
Ｏ
げ
】】∞
ｐ
〓
ｏ
●
ｏ●
『Ｒ
ン
一‐Ｕ
↓
・
いΦ
『が
∽
・
Ｈｏｐ

６
〓
”
Φ『
・　
”
・　
ｐ
。
（）
〓　
・＞
・『↑・　
ＮＯ
∞
・　
∽
・　
Ｏ
Ｎ
Ｈ・　
ｕ
『ｕ
　̈
申由Φ̈
●
『中ｏＦ
目
０
●
ｏｏ〓
・　
∽
ｏＦ
ダ
ΦヽいＮｏ『̈
∽０，
０∽
（０
げ
〓
”
ｐ
け̈
０
●
０口
『Φｏ，
一ＩＵ
日
」
ｏ
。　
」′
“
〔ｒ
・　
」ＯｏＯ
・　
∽
・　
Φ
Ｏ
・

（“ン
）
　
〓
Ｆ
口̈
『̈
ｏＦ
∪
Φ『●
げ
‘
『”
・
り

，
日
一
ΦＦ
↑Φ口
・
Ｎ
・
Ｕ
一
〓
『・
＞
口
”
〓　
］Φｏω
・
∽
・　
卜Ｎ一
一
く
０
●
↓
Ｃ
Ｆ
『
¨
∽
け『Φいや
尋
”
Φ

員̈
ｒ
『Φく
中一
一Φ『一〇口
〇
げ
Ｆ
”
ｐ
け̈
Ｏ
目
Φ口
『只
】
諄
・

∽
ヽ
Ｎ
Ｈ∞
・　
いＯ
Ｎ
Ｎ
　̈
ω
Ｏ
ｕ
・
ω
『〇
一『
●
・　
Ｈヽ
・

（３３
）

旧
債
務
法

一
一
六
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

（
一
）
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
債
務
者
は
、
少
な
く
と
も
、
契
約
の
不
履
行
あ
る
い
は
不
完
全
な
履
行
の
直
接
の
結
果
と
し
て
契
約
締
結
の
際
に
予
見

可
能
で
あ
っ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二
）
裁
判
官
は
諸
事
情
を
爵
酌
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
裁
量
で
損
害
額
を
定
め
る
。

（三
）
重
過
失
の
場
合
に
は
、　
一
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
額
を
超
え
る
額
の
損
害
賠
償
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
は
、
裁
判
官
の
裁
量

に
委
ね
ら
れ
る
。

（３４
）

具
体
的
な
判
決
例
と
し
て
は
、
◎
買
主
に
よ
っ
て
転
売
が
予
定
さ
れ
て
い
た
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
、
不
完
全
な
履
行
を
行

っ
た
売
主
は
た
と
え
無
過
失



で
も
逸
失
利
益
の
賠
償
を
負
う
と
判
示
す
る
も
の

（ω
Ｏ
日
ヽ

目

い８
Ｎ

〓
８
）
、
◎
瑕
疵
あ
る
機
械
に
つ
い
て
の
逸
失
利
益
に
関
し
て
、
当
初
か
ら
転

売
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
事
実
、
そ
の
転
売
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
商
品
が
売
買
さ
れ
る
場
合
に
は
、
契
約
に
適
合
し
な
い
商
品
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に

買
主
に
損
失
が
生
じ
る
こ
と
が

一
目
瞭
然
で
あ
り
、
そ
の
損
失
は
、
通
常
な
ら
ば
契
約
違
反
の
直
接
の
結
果
と
し
て
予
見
可
能
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う

な
損
害
は
直
接
損
害
に
含
ま
れ
る
と
判
示
す
る
も
の

（Ｕ
Ｏ
日
Ｎ

目

Ｏ
Ｎ

ざ

いし
、
◎
セ
メ
ン
ト
の
効
率
的
な
製
造
の
目
的
で
当
該
機
械
が
買
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
を
認
識
し
、
か
つ
、
契
約
に
適
合
し
な
い
機
械
を
納
入
し
た
な
ら
ば
通
常
は
そ
の
直
接
の
結
果
と
し
て
買
主
は
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
利
益
を

達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
契
約
締
結
時
に
認
識
し
て
い
た
売
主
は
、
得
べ
か
り
し
利
益
の
賠
償
責
任
を
負
う
と
判
示
す
る
も
の

（”
Ω
国

ＮＯ
目

８ヽ
・
一８
）、
等
が
存
在
す
る
。

（３５
）

”
ｏ
お
魯
”
沖

Ｈ８
Ｐ

∽
。
８
Ｐ

，
¨
Ｃ
Ｆ

『
お
■

国
営
【３
ア

“
巳

ｏ
σ
中置
諄

ｏ̈
８
●
８
多

，
多
ｏ
〓
諄
ｑ
ｐ̈
澤
Ｆ

８
８
・
ｐ

【８
ド
　
ト
ゥ
ー
ル
は
、

改
正
の
際
に
直
接
損
害
と
間
接
損
害
の
区
別
が
廃
止
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
多
く
の
事
例
に
お
い
て
区
別
が
あ
ま
り
に
細
か
に
な
り
す
ぎ
恣
意
的
に
な
り

す
ぎ
た
こ
と
を
挙
げ
る

（６
●
日
●
Ｆ
Ｆ

≧
】”
ｏ日
Φ一●
８

哺
匙

一
８

∽
魯
■
ｏ中Ｎｏ『い∽３
８

ｏ
げ
】置
ｐ
け̈
ｏ
３
●
８
８
雰
・
ｐ

『Ｐ

『
Ｆ

〓
）。

（３６
）

∽
多
“
げ
い”
ｑ
・
Ｐ

，
。
９
・
９

８
・
学
説
の
中
に
は
、
直
接
損
害
と
間
接
損
害
の
区
別
の
不
明
確
性
は

一
九

一
一
年
の
改
正
に
起
因
す
る
と
考
え
て
い

る
も
の
も
あ
る

（日
‘
”
Φ目
ω
“
ｏＦ
ｑ
・
Ｏ
σ
一け
詳
中ｏ
●
Φ●
お
ｏＦ
‐”
メ

Ｈ８
Ｐ

∽
・
８
♪

∽
ｏＦ
“
げ
置
ｑ
・
Ｐ

，
・
〇
〓
”

００
「し
。
ブ
ー
ヒ
ャ
ー
は
、
こ
の
改
正

に
お
い
て
、
「意
識
的
な
法
の
修
正
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
単
に
編
纂
上
の
処
理
が
目
指
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
す
る

（Ｕ
鷹
Ｆ

，

Ｐ

，
・
９
・
∽

【Ｏω）。

（３７
）

以
下
の
学
説
の
分
類
は
、
コ
∽多
ｑ
・
Ｐ

Ｐ

Ｏ
〓
ｐ

Ｈい
い
に
拠
る
。

（３８
）

消
極
的
契
約
利
益
と
は
、
契
約
の
有
効
性
を
債
権
者
が
信
頼
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
財
産
状
態
と
、
現
在
の
財
産
状
態
と
の
差
で

あ
る
と
定
義
さ
れ
る

（目
ｏ
日
ΦＦ

ｐ
・
Ｐ

ｏ
〓
”

【８
）。

（３９
）

積
極
的
契
約
利
益
と
は
、
契
約
が
正
常
に
履
行
さ
れ
た
な
ら
ば
債
権
者
が
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
財
産
状
態
と
、
現
在
の
財
産
状
態
の
差
で
あ
る
と
定

義
さ
れ
る

（口
ｏ
●
∽ｏＦ

ｐ
・
Ｐ

Ｏ
〓
∽

【８
）。

（４０
）

○
∽ＯＦ

，
。
Ｐ

Ｏ
〓
∽
・
卜
∞♪

Ｏ
Ｈ，

０
”
二
●
・
Ｐ

，
・
〇
〓
∽
・
ｏ∞
”

（４．
）

Ｏ
ｐ
ュ
ロ
・
Ｐ

，
・
〇
〓
∽
・
０”

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
丁

完
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(等
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い
う
限
り
で
は
法
定
責
任

で
あ
る
が
、
契
約
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
限
り
で
は
契
約
責
任
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
（目
ｏ
●
∽
ΦＦ

∽
Ｒ
Ｆ
日

，
●
”
ε

‘
口
Ｑ
一【
●
●
∽
一Ｆ
ｐ
口
ヽ
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『
∽
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口
け〇
●
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Ｆ
中●
Ｆ
【Φ
ｏ
ｕ
）
∽
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Ｎ
【卜
）
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Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条

（
一
）
物
の
売
主
は
、
買
主
に
対
し
、
危
険
が
買
主
に
移
転
し
た
と
き
に
、
物
の
そ
の
価
値
又
は
通
常
の
使
用
若
し
く
は
契
約
に
よ

っ
て
予
定
さ
れ
た
使

用
に
対
す
る
適
性
を
消
滅
又
は
減
少
さ
せ
る
欠
点
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
責
に
任
ず
る
。
価
値
又
は
適
性
の
重
大
で
は
な
い
減
少
は
、
考
慮
し

な
い
。

（
二
）
売
主
は
、
危
険
移
転
の
時
に
、
物
が
保
証
さ
れ
た
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
責
に
任
ず
る

（右
近
健
男
編

『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』
曾
一

省
堂
、　
一
九
九
五
）
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頁
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第
四
章
　
結
び
に
か
え
て

以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
の
要
件
は
、
条
文
上
の
系
譜
か
ら
い
え
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に

お
け
る
性
質
保
証
責
任
と
の
間
に
親
近
性
を
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
効
果
、
特
に
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
は
そ
の
系
譜
を
異

に
し
、
体
系
も
異
な
ち
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
の
学
説

・
判
例
に
お
け
る
議
論
の
展
開
も
、
ド
イ
ツ
法
の
そ
れ
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
で
は
、
性
質
保
証
は
損
害
賠
償
責
任
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
性
質
保
証
の
成
否
を
論
ず
る
こ
と
は
、
損
害
賠
償
請
求

権
の
成
否
を
論
ず
る
こ
と
に
直
結
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
責
任
と
は
直

結
し
な
い
た
め
、
よ
り
純
粋
な
形
で
議
論
が
性
質
保
証
の
法
的
性
質
そ
の
も
の
に
集
中
し
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
は
、
性
質
保
証
を
売
主
の
責

任
の
加
重
要
件
と
せ
ず
、
単
に
瑕
疵
概
念
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
場
合
の

一
つ
の
典
型
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
イ
ス

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
含
Ｔ
完
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二
〇
六

法
政
研
究
六
巻

一
号
公
一〇
〇

一
年
）

法
に
お
け
る
議
論
は
、
性
質
保
証
責
任
概
念
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
上
で
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
日
本
法
に
お
け
る
性
質
保

証
責
任
を
巡
る
議
論
は
、
従
来
、
性
質
保
証
を
民
法
五
七
〇
条
の
瑕
疵
概
念
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
に
止
ま

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近
時

は
、
瑕
疵
担
保
あ
る
い
は
債
務
不
履
行
責
任
で
連
騨
え
き
れ
な
い
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
性
質
保
証
責
任
に
帰
責
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
の
か
に
議
論
の
焦
点
が
移

っ
て
き
た
と
い
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も
、
瑕
疵
概
念
の

一
つ
と
し
て
の
性
質
保
証
と
、

さ
ら
に
売
主
の
加
重
さ
れ
た
賠
償
責
任
を
根
拠
づ
け
る
性
質
保
証
責
任
と
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
、
ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責

任
と
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
の
比
較
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
要
件
と
し
て
の
損
害
担
保
意
思

を
巡
る
議
論
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
因
果
関
係
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
宣
伝
と
の
区
別
、
あ
る
い
は
信
頼
理
論
に
よ
る

帰
責
な
ど
が
参
考
と
な
る
。
特
に
、
免
責
条
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
損
害
担
保
意
思
を
要
素
と
し
な
い
性
質
保
証
で
あ

っ
て
も
、
自
己
矛

盾
行
為
あ
る
い
は
権
利
濫
用
を
理
由
に
性
質
保
証
を
免
責
す
る
条
項
の
援
用
が
許
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
示
唆
に
富

む
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
あ
く
ま
で
日
本
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
に
対
す
る
あ
り
得
る

一
つ
の
示
唆
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
法
に
お
い
て
性
質

保
証
責
任
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（“
）

潮
見
佳
男
　
法
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二
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二
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六
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照
。


