
Ⅰ

は

じ

め

に

１

序

本
稿
の
問
題
意
識

わ
が
国
の
契
約
法
で
は
申
込
み
と
承
諾
の
意
思
表
示
の
合
致
に
よ
っ
て
契
約
は
成
立
す
る
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
契
約
の
中
に
は
、
自
然
債
務(

o
b

lig
atio

n
n

atu
re

lle)

と
さ
れ
る
も
の
や
、
遊
び
を
目
的
と
す
る
ヨ
ッ
ト

ク
ラ
ブ
の
取
り
決
め
で
あ
っ
て
も
組
合
契
約
の
成
立
を
認
定
し
つ
つ
、
強
行
法
規
に
よ
っ
て
そ
の
条
項
が
無
効
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
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大

西

邦

弘

Ⅰ

は
じ
め
に

Ⅱ

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
判
例
法
の
状
況

Ⅲ

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
学
説
に
よ
る
議
論

法
律
関
係
形
成
意
思
は
不
要
？

Ⅳ

お
わ
り
に

Ⅰ



り
、

(

�)

当
事
者
の
意
思
と
法
的
効
果
と
の
関
係
に
は
明
確
で
は
な
い
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
英
米
法
に
影
響
を
受
け
た
実
務
を
中
心
に
「
表
明
保
証
条
項
」
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
民
法
典
に
取
り
込
む
べ
き

で
あ
る
と
い
う
見
解
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
表
明
保
証
と
は
、
約
束
に
は
含
ま
れ
な
い
事
柄
を
、
こ
と
さ
ら
表
明
保
証
条
項
に

よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
法
的
効
果
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
契
約

に
含
ま
れ
る
条
項
と
契
約
に
含
ま
れ
な
い
条
項
は
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
け

る
法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思

(

以
下
「
法
律
関
係
形
成
意
思
」
と
い
う)

を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
最
近
の
議
論
に
新
た
な
観
点
を

提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

契
約
と
好
意
的
約
束
の
区
別

当
事
者
間
で
の
あ
る
約
束
が
契
約
に
あ
た
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
好
意
的
約
束
な
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

(

�)

そ
の

区
別
に
は
当
事
者
が
法
的
な
効
果
ま
で
意
図
し
て
い
な
い
場
合
に
は
法
的
拘
束
力
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
主
観
説
と
、
当
事
者
の

意
思
で
は
な
く
客
観
的
に
み
て
法
的
な
保
護
に
値
す
る
約
束
か
ど
う
か
が
決
め
手
と
な
る
と
す
る
客
観
説
が
対
立
し
て
い
る
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。

(

�)

そ
し
て
、
か
つ
て
は
主
観
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
客
観
的
に
み
て
法
的
な
保
護
に
値
す
る
約
束
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
決
す
る
客
観
説
が
一
般
的
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
こ
の
点
、
契
約
と
好
意
的
約
束
の
関
係
を
複
雑
化
さ
せ
る
理
由
と
し

て
、
わ
が
国
で
は
契
約
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
意
思
表
示
の
理
解
が
関
係
す
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
契
約
と
好

意
的
約
束
の
区
別
の
議
論
と
、
わ
が
国
法
律
行
為
法
の
中
核
を
な
す
意
思
表
示
理
論
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

(

�)
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３

｢

効
果
意
思
」
と
法
律
関
係
形
成
意
思

つ
ま
り
、
意
思
表
示
と
「
準
法
律
行
為
」
と
し
て
の
観
念
の
通
知
・
意
思
の
通
知
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
表
示
に
対
応
し
た
効
果

が
付
与
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

(

�)

ど
の
よ
う
な
要
件
が
意
思
に
備
わ
れ
ば
表
示
に
対
応
し
た
効
果
が
付
与

さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
効
果
意
思
は
「
法
律
効
果
を
発
生
さ
せ
よ
う
と
い
う

意
思
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
た
め
、

(

�)

法
律
関
係
形
成
意
思
も
こ
こ
に
包
含
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
「
２
」
の
通
り
契
約
と
好
意
的
約
束
の
区
別
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
債
務
に
は

い
わ
ゆ
る
自
然
債
務
だ
け
で
な
く
、
不
訴
求
特
約
・
不
執
行
特
約
が
あ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

(

�)

わ
が
国
に
お
い
て
必

ず
し
も
法
律
関
係
形
成
意
思
は
効
果
意
思
の
定
義
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

他
方
で
、
意
思
表
示
と
法
律
行
為
の
区
別
も
明
確
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
き
、
意
思
表
示
理
論
の
提
唱

者
と
さ
れ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
意
思
表
示
と
法
律
行
為
を
区
別
し
な
か
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
法
律
関

係
形
成
意
思
概
念
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
も
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
影
響
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

(

�)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
法
律
関

係
形
成
意
思
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

�)

４

心
裡
留
保
と
判
断
す
る
基
準
・
純
粋
随
意
条
件
・
夫
婦
間
の
契
約
の
取
消
に
か
か
る
民
法
七
五
四
条

ま
た
、
民
法
九
三
条
に
よ
っ
て
あ
る
意
思
表
示
が
心
裡
留
保
と
さ
れ
て
も
原
則
的
に
有
効
で
例
外
的
に
無
効
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。
で
は
、「
表
意
者
が
そ
の
真
意
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
し
た
」
意
思
表
示
で
あ
る
心
裡
留
保
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
ど
の

よ
う
に
判
断
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
心
裡
留
保
に
よ
る
意
思
表
示
は
「
効
果
意
思
が
な
い
」
と
説
明
さ
れ
る
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が
、

(

�)

ど
の
よ
う
に
し
て
効
果
意
思
の
有
無
を
判
断
す
る
か
の
基
準
が
別
途
問
題
と
な
る
。

そ
し
て
、
純
粋
随
意
条
件
は
民
法
一
三
四
条
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る
。
こ
の
理
由
は
「
法
律
効
果
を
発
生
さ
せ
る
当
事
者
の
意
思

が
認
め
ら
れ
な
い
」
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

(

�)

そ
も
そ
も
純
粋
随
意
条
件
に
よ
る
契
約
を
契
約
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
評
価

す
る
意
義
は
、
ど
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

�)(

�)

法
律
関
係
形
成
意
思
と
民
法
の
明
文
の
規
定
と
の
関
係
で
は
、
夫
婦
間
の
契
約
で
の
取
消
権
に
関
す
る
民
法
七
五
四
条
も
問
題
と

な
る
。
こ
の
条
文
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

(

�)

夫
婦
関
係
が
破
綻
し
て
い
れ
ば
、
も
は
や
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な

い
。

(

�)

民
法
七
五
四
条
は
「
法
文
の
不
適
用
と
そ
の
制
限
だ
け
が
問
題
と
な
る
条
文
は
、
民
法
中
他
に
類
例
が
な
い
で
あ
ろ
う
…
…
そ

の
廃
止
が
切
望
さ
れ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

で
は
、
民
法
七
五
四
条
を
夫
婦
関
係
が
破
綻
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
他
の

観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

５

表
明
／
保
証
の
区
別

わ
が
国
に
お
け
る
契
約
／
好
意
的
約
束
の
区
別
と
効
果
意
思
と
の
関
係
に
並
ん
で
本
稿
が
焦
点
を
当
て
た
い
の
は
、
最
近
注
目
さ

れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
表
明
保
証
」
条
項
で
あ
る
。
企
業
の
買
収
に
伴
う
表
明
保
証
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
東
京
地
判
平
成
一
八
年

一
月
一
七
日
判
時
一
九
二
〇
号
一
三
六
頁
で
は
、
被
告
は
表
明
保
証
し
た
事
項
に
違
反
し
、
原
告
は
こ
の
違
反
に
つ
き
悪
意
あ
る
い

は
重
過
失
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
原
告
に
よ
る
表
明
保
証
条
項
違
反
に
基
づ
く
請
求
を
認
容
し
た
。
な
ぜ
東
京
地
裁
は
表

明
保
証
条
項
に
違
反
す
る
こ
と
の
当
事
者
の
主
観
的
事
情
を
重
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
き
、
表
明
保
証
で
は
、
保
証
責
任
と
表
明
責
任
を
区
別
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
紹
介
し
つ
つ
指

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

論

説

322

三
二
二

Ⅰ



摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)(

�)し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
こ
の
区
別
が
あ
る
こ
と
の
紹
介
は
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、

(

�)

ど
の
よ

・
・
・
・
・

・
・
・

う
に
し
て
区
別
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・

ま
た
、
表
明
保
証
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
表
明
保
証
条
項
を
「
約
束(

p
ro

m
ise)

の
内
容
を
構
成
し
な
い
表
示
」

と
し
て
定
義
し
、
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
意
思
表
示
・
法
律
行
為
法
お
よ
び
債
務
不
履
行
・
瑕
疵
担
保
法
の
シ
ス
テ
ム
は
、
契

約
の
成
立
の
面
で
も
、
義
務
お
よ
び
義
務
違
反
の
捉
え
方
の
面
で
も
英
米
法
と
は
基
本
構
造
を
大
き
く
異
に
し
、「
英
米
法
、
と
り

わ
け
ア
メ
リ
カ
法
の
考
え
方
を
こ
こ
に
そ
の
ま
ま
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

で
は
、
英
米

法
に
お
い
て
約
束
の
内
容
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
は
、
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

�)

６

わ
が
国
の
法
状
況
に
か
か
る
小
括

以
上
の
通
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思
は
「
効
果
意
思
」
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

い
も
の
の
、
な
お
契
約
と
好
意
的
約
束
の
区
別
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
じ
る
債
務
に
は
裁
判
上
強
制
で
き
な
い
い

わ
ゆ
る
自
然
債
務
や
不
訴
求
特
約
・
不
執
行
特
約
が
あ
る
場
合
が
含
ま
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
最
近
で
は
表
明
保
証
責
任
が
注
目
さ
れ

て
い
る
が
、「
表
明
」
と
「
保
証
」
を
区
別
す
る
基
準
が
明
確
で
は
な
い
な
ど
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
、
例
え
ば
「
約
束
は
し
た
が
守
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
言
い
分

(

�)

を
ど
の
よ
う
に
封
じ
る
か
に
つ
い
て
、
問
題
は
残

さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
の
議
論
が
参
考
と
な
り
得
る
が
、

こ
れ
ま
で
ど
こ
ま
で
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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７

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
の
現
在
の
紹
介
状
況

(
１)

レ
タ
ー
・
オ
ブ
・
イ
ン
テ
ン
ト
に
つ
い
て

法
律
関
係
形
成
意
思
と
密
接
に
関
連
す
る
レ
タ
ー
・
オ
ブ
・
イ
ン
テ
ン
ト

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
。

(

�)

レ
タ
ー
・
オ
ブ
・
イ
ン
テ
ン
ト
と
は
「
契
約
予
備
書
面
」
あ
る
い
は
「
契

約
意
図
表
明
状
」
と
訳
さ
れ
る
書
面
で
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で
は
、
英
米
法
で
は

(

た
だ
し
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
原
則
と
し
て
法
律
関
係
形

成
意
思
は
必
要
で
は
な
い)

、
当
事
者
が
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

(

２)

表
明
と
保
証
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

ま
た
、
英
米
法
で
は
、
契
約
条
項
と
な
る
保
証
と
表
明
が
区
別
さ

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。

(

�)

こ
の
点
、
最
近
の
い
わ
ゆ
る
「
表
明
保
証
条
項
」
と
の
関
係
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

は
表
明(

re
p

re
se

n
tatio

n)

と
保
証(
w

arran
ty)

が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、

(

�)

で
は
、
ど
の
よ
う
に
表
明

と
保
証
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

３)

法
律
関
係
形
成
意
思(

契
約
意
思)
に
つ
い
て

と
こ
ろ
が
、
法
律
関
係
形
成
意
思(

in
te

n
tio

n
to

cre
ate

le
g

al
re

la-

tio
n

s)

に
つ
い
て
は

(

本
稿
で
は
「
法
律
関
係
形
成
意
思
」
を
用
い
て
い
る
が
、
従
来
の
わ
が
国
の
用
語
法
と
の
関
係
で
「
契
約
意

思
」
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
は
同
義
で
用
い
る)

、
必
ず
し
も
詳
細
に
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

い
。
法
律
関
係
形
成
意
思
を
「
契
約
意
思
」
と
し
て
簡
単
に
ふ
れ
る
も
の
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

(

�)

(

４)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
に
つ
い
て

他
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
で
は
、
第
一
〇
二
条
で
「
契
約
に
よ
っ
て

拘
束
さ
れ
る
と
い
う
当
事
者
の
意
思
は
、
当
事
者
の
表
示
ま
た
は
行
為
か
ら
、
そ
れ
ら
が
相
手
方
に
よ
っ
て
合
理
的
に
理
解
さ
れ
た

よ
う
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

そ
し
て
、
そ
の
「
ノ
ー
ト
」
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
つ
い
て
、
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B
a

lfou
r

v
B

a
lfou

r

と
、

(

�)

労
働
協
約
が
法
律
関
係
を
創
設
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
も
の
と
は
推
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
触
れ
て
い

る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
つ
い
て
も
、
よ
り
詳
細
な
レ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
５)
小
括

以
上
の
通
り
、
従
来
の
わ
が
国
の
議
論
に
お
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思

の
議
論
は
必
ず
し
も
詳
細
に
は
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
け
る
法
律
関
係
形

成
意
思
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
て
わ
が
国
の
議
論
の
参
考
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

(

�)

最
判
平
成
一
一
年
二
月
二
三
日
民
集
五
三
巻
二
号
一
九
三
頁
。

(

�)

あ
え
て
改
め
て
引
用
す
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
激
し
く
議
論
さ
れ
た
の
は
、
津
地
判
昭
和
五
八
年

二
月
二
五
日
判
時
一
〇
八
三
号
一
二
五
頁
、
い
わ
ゆ
る
隣
人
訴
訟
で
あ
る
。
原
告
は
準
委
任
契
約
の
成
立
を
主
張
し
た
が
、
津
地
裁
は
こ

の
よ
う
な
主
張
を
「
原
告
ら
が
…
…
監
護
一
切
を
委
ね
、
被
告
ら
が
こ
れ
を
全
て
引
受
け
る
趣
旨
の
契
約
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
効
果
意
思

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
否
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
「
効
果
意
思
」
の
中
身
を
い
ま
一
度
詳
し
く

検
討
し
直
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(

�)

山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅳ
―
１
契
約
』(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年)

(

以
下
「
山
本
『
契
約』

」
と
略
記
す
る)

一
六
―
一
七
頁
。
潮

見
佳
男
『
債
権
各
論
Ⅰ
契
約
法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
』(

新
世
社
、
第
二
版
、
二
〇
〇
九
年)

で
は
、
あ
る
合
意
が
契
約
と
評
価
さ

れ
る
た
め
に
は
「
合
意
へ
拘
束
さ
れ
る
意
思
」
を
各
当
事
者
が
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

(

�)

山
本
『
契
約
』
一
六
―
一
七
頁
。

(

�)

道
垣
内
弘
人
『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
民
法
入
門
』(

日
本
経
済
新
聞
社
、
第
四
版
、
二
〇
〇
八
年)

五
九
頁
は
、
契
約
の
成
立
に
「
契
約
書

は
必
須
で
は
な
い
が
、
契
約
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
意
思
は
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
思
が
、
契
約
書
を
作
成
す
る
と
い
う
行
為
で
表
明
さ

れ
る
こ
と
も
多
い
」
と
し
て
い
る
。

(

�)

内
田
貴
『
民
法
Ⅰ
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
第
四
版
、
二
〇
〇
八
年)

三
四
四
頁
。
川
島
武
宜
＝
平
井
宜
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法
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(

３)

総
則

(

３)

』(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年)

(

以
下
『
新
版
注
釈
民
法

(

３)

』
と
略
記
す
る)

四
四
―
四
五
頁

[

平
井
宜
雄]

参
照
。

(
�)

四
宮
和
夫
＝
能
見
善
久
『
民
法
総
則
』(

弘
文
堂
、
第
八
版
、
二
〇
一
〇
年)

(

以
下
「
四
宮
＝
能
見
『
民
法
総
則』

」
と
略
記
す
る)

一
九
六
頁
。

(

�)
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
』(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年)

六
一
―
六
五
頁
参
照
。

(

�)

四
宮
＝
能
見
『
民
法
総
則
』
一
九
五
頁
。『
新
版
注
釈
民
法

(

３)

』
三
六
―
三
八
頁

[

平
井
宜
雄]

参
照
。

(

�)

四
宮
＝
能
見
『
民
法
総
則
』
一
九
五
頁
。
た
だ
し
、『
新
版
注
釈
民
法

(

３)

』
三
六
頁

[

平
井
宜
雄]

は
、「
同
じ
意
味
だ
と
解
し

た
よ
う
」
と
の
ト
ー
ン
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
幡
新
大
実
『
イ
ギ
リ
ス
債
権
法
』(

東
信
堂
、
二
〇
一
〇
年)

二
〇
九
頁
も
す
で
に
紹
介
し
て
い
る
。

(

�)

そ
の
他
、
意
思
表
示
と
法
律
行
為
だ
け
で
な
く
、
契
約
と
事
務
管
理
を
区
別
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

大
村
敦
志
『
基
本
民
法
Ⅱ
』[
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
〇
五
年]

三
一
七
頁)

。

(

�)

四
宮
＝
能
見
『
民
法
総
則
』
一
九
九
頁
。

(

�)

四
宮
＝
能
見
『
民
法
総
則
』
三
四
三
頁
。

(

	)

ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
基
本
合
意
書
等
で
用
い
ら
れ
る
と
さ
れ
る
誠
実
協
議
義
務
に
つ
い
て
も

(

池
田
真
朗
編
著
『
民
法V

isu
al

M
ate

rials

』[

有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
﹈
八
三
頁)
、「
誠
実
」
と
の
文
言
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
違
反
に
は
履
行
利
益
の
賠
償
ま
で
認
め

る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

山
本
『
契
約
』
四
八
頁)
。

(


)

さ
ら
に
、
あ
る
契
約
が
ど
の
典
型
契
約
に
あ
て
は
ま
る
の
か
・
あ
て
は
ま
ら
な
い
か
を
決
定
す
る
作
業
に
も
当
事
者
が
ど
の
よ
う
な

法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
か
が
重
要
と
な
り
得
る
。
典
型
契
約
の
観
点
か
ら
み
た
英
米
法
に
つ
い
て
は
、
大
村
敦
志

『
典
型
契
約
と
性
質
決
定
』(

有
斐
閣
、
一
九
九
七
年)

三
五
―
三
九
頁
参
照
。

(

�)

青
山
道
夫
＝
有
地
亨
編
『
新
版
注
釈
民
法

(

�)

』(

有
斐
閣
、
一
九
八
九
年)

(

以
下
『
新
版
注
釈
民
法

(

�)

』
と
略
記
す
る)

三

八
三
頁

[

中
川
高
男]

。

(

)

最
判
昭
和
四
二
年
二
月
二
日
民
集
二
一
巻
一
号
八
八
頁
。
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(

�)
『

新
版
注
釈
民
法

(

�)

』
三
九
〇
頁

[

中
川
高
男]

。

(
�)

高
橋
美
加
「
表
明
保
証
条
項
違
反
に
関
す
る
雑
感

東
京
地
判
平
成
一
八
年
一
月
一
七
日
判
時
一
九
二
〇
号
一
三
六
頁
に
対
す
る

も
う
一
つ
の
評
釈
」
立
教
七
六
号

(

二
〇
〇
九
年)

一
二
二
頁
。

(

�)
法
制
審
議
会
民
法

(

債
権
関
係)

部
会
第
一
〇
回
会
議

(

二
〇
一
〇
年
六
月
八
日
開
催)

で
は
、
表
明
保
証
責
任
を
民
法
典
に
取
り

込
む
こ
と
を
検
討
す
べ
き
意
見
が
示
さ
れ
て
い
る

(

奈
須
野
関
係
官
発
言)

。

(

�)

高
橋
・
前
掲
一
二
九
頁
で
は
「
あ
る
表
示
が

te
rm
(

w
arran

ty)

な
の
か

re
p

re
se

n
tatio

n

な
の
か
は
古
典
的
に
は
重
大
な
問
題
で

あ
り
、
契
約
書
に
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も

w
arran

ty

と
認
定
し
う
る
か
が
争
わ
れ
た
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(

�)

潮
見
佳
男
「
表
明
保
証
と
債
権
法
改
正
論
」
銀
法
七
一
九
号

(

二
〇
一
〇
年)

二
〇
頁

(

以
下
「
潮
見2

0
1

0

」
と
略
記
す
る)

。

(

�)

た
だ
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
原
則
と
し
て
法
律
関
係
形
成
意
思
を
契
約
成
立
の
要
件
と
は
し
て
い
な
い

(

契
約
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト

メ
ン
ト
第
二
一
条)

。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
説
を
扱
う
中
で
触
れ
る
。
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
契
約
法
』(

弘
文

堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
八
年)

一
〇
四
頁
で
も

(

契
約
の
成
立
を
扱
う
箇
所)

特
に
法
律
関
係
形
成
意
思
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。

(

�)

ホ
イ
チ
ョ
イ
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ズ
『
き
ま
ぐ
れ
コ
ン
セ
プ
ト
ク
ロ
ニ
ク
ル
』(

小
学
館
、
二
〇
〇
七
年)

九
七
四
頁
。

(

�)

例
え
ば
、
平
井
宜
雄
『
債
権
各
論
Ⅰ
上
契
約
総
論
』(

弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年)

(

以
下
「
平
井
『
債
権
各
論
Ⅰ
上』

」
と
略
記
す
る)

一
三
六
頁
以
下
、
島
田
真
琴
『
国
際
取
引
の
た
め
の
イ
ギ
リ
ス
法
』(

慶
応
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年)

九
四
頁
。le

tte
rs

o
f

in
te

n
t

が
法
律
関
係
形
成
意
思
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、C

h
itty

o
n

C
o

n
tracts

:
G

e
n

e
ral

P
rin

cip
le

s,
1

3
th

e
d
.,

2
0

0
8
,

at
2

	18
3
.

(

以
下
本
稿
で
は
「C

h
itty

2
0

0
8

」
と
略
記
す
る)

参
照
。

(


)

平
井
『
債
権
各
論
Ⅰ
上
』
六
七
―
六
八
頁
。

(

�)

松
本
恒
雄
「
英
米
法
に
お
け
る
情
報
提
供
者
の
責
任

不
実
表
示
法
理
を
中
心
と
し
て

(

１)
(

２)

・
完
」
論
叢
一
〇
〇
巻
三
号

(

一
九
七
五
年)

三
五
頁
、
一
〇
一
巻
二
号

(

一
九
七
六
年)

六
〇
頁
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
ワ
ラ
ン
テ
ィ
訴
訟
に
つ
い
て
紹
介

さ
れ
、
契
約
法
に
よ
る
救
済
の
困
難
さ
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
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(

�)

前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
高
橋
・
前
掲
一
二
二
頁
参
照
。

(
�)

田
中
和
夫
『
英
米
契
約
法(

新
版)

』(

有
斐
閣
、
一
九
六
五
年)

六
一
―
六
二
頁
で
は
、
一
頁
半
に
わ
た
っ
て
「
法
律
的
効
果
意
思
」

を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、B

a
lfou

r
v

B
a

lfou
r

も
含
ま
れ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ｓ
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ

(

矢
頭
敏
也
監
訳)

『

イ
ギ
リ
ス
法

(

下)

私
法
』(

三
省
堂
、
一
九
八
五
年)

で
は
一
〇
―
一
一
頁
に
「
契
約
意
思
」
と
し
て
言
及
が
あ
る
。
道
田
信
一
郎

「
契
約
法
の
相
違
と
近
似

イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
」
ジ
ュ
リ
八
六
六
号

(

一
九
八
六
年)

一
一
六
頁
、
一
二
三
頁
で
は
、

「
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
・
イ
ン
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」(

基
本
的
合
意)

か
、「
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
」(

契
約)

か
は
基
本
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
下
村
正
明
「
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
の
一
潮
流

(

七)
(

Ⅱ)

契
約
法
に
お
け
る
意
思
と
信
頼
」
阪
法
一
三
二
号

(

一
九
八
四
年)

二

〇
五
頁
に
は
法
律
関
係
形
成
意
思
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
島
田
真
琴
『
国
際
取
引
の
た
め
の
イ
ギ
リ
ス
法
』(

慶
応
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
六
年)

九
三
頁
で
は
、
①
家
族
間
の
契
約
は
原
則
と
し
て
法
的
拘
束
力
が
な
い
こ
と
と
、
②
合
意
に
関
す
る
書
面
の
中
に
「b

in
d

in
g

in
h

o
n

o
r

o
n

ly

」｢
su

b
je

ct
to

co
n

tract

」｢
in

p
rin

cip
le

o
n

ly

」
等
の
文
言
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
原
則
と
し
て
法
的
拘
束
力
の
な

い
こ
と
が
、
一
頁
程
度
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
北
井
辰
弥
「
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
に
お
け
る
申
込
と
承
諾

そ
の
形
成
史
を
中
心
に
」
新

報
一
一
三
号
一
一
・
一
二
号

(

二
〇
〇
七
年)

一
三
七
頁
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
特
段
言
及
を
し
て
い
な
い
。
新
屋
敷
恵
美
子
「
イ

ギ
リ
ス
雇
用
保
護
法
制
と
雇
用
契
約
の
成
立
」
九
大
法
学
九
七
号

(

二
〇
〇
八
年)

四
六
〇
頁
は
、A

n
so

n

を
引
用
し
て
三
行
で
「
法
的

関
係
を
形
成
す
る
意
思
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
田
島
裕
『
イ
ギ
リ
ス
法
入
門
』(

信
山
社
、
第
二
版
、
二
〇
〇
九
年)

四
三
―
四
七

頁
は
、
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
「
申
し
込
み
」
と
承
諾
、
約
因
の
み
を
挙
げ
て
い
る
。
幡
新
大
実
『
イ
ギ
リ
ス
債
権
法
』(

東
信
堂
、

二
〇
一
〇
年)

二
〇
八
―
九
頁
で
は
、
二
四
行
程
度
で
扱
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
も
、
有
賀
恵
美
子
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
契
約

成
立
前
の
合
意
の
拘
束
力
」
法
論
七
七
巻
二
＝
三
号

(

二
〇
〇
四
年)

一
頁
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
い
て
「
法
的
に
拘
束
さ
れ

る
意
思
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
比
較
的
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
が
、
同
稿
の
焦
点
は
「
契
約
法
理
に
基
づ
く
交
渉
破
棄
の
責
任
に
関
す

る
イ
ギ
リ
ス
の
法
状
況
」
の
分
析
で
あ
っ
て

(

有
賀
・
前
掲
二
頁)

、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
か
か
る
具
体
的
な
判
例
お
よ
び
法
律
関
係

形
成
意
思
の
要
否
に
か
か
る
論
争
に
つ
い
て
は
詳
し
く
扱
っ
て
い
な
い
。

右
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
砂
田
卓
士
「M

o
ral

O
b

lig
atio

n

の
約
因
性
」
同
『
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
研
究
』(

信
山
社
、
一
九
九
五
年)
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七
五
頁

(

初
出
は
、
内
田
力
蔵
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
イ
ギ
リ
ス
法
』[

成
文
堂
、
一
九
七
九
年]

一
六
五
頁)

は
、
同
稿
の
末
尾
、
最
後

の
脚
注
に
お
い
て
、
当
事
者
の
法
律
関
係
を
創
造
す
る
意
思(

in
te

n
tio

n
to

cre
ate

le
g

al
re

latio
n)

に
つ
い
て
独
立
の
章
を
お
い
て
い

る
著
書
は
、C

h
e

sh
ire

an
d

F
ifo

o
t

の
み
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
扱
うS

im
p

so
n

の
論
考
を
引
用
し
、「
こ
の
よ
う
な

変
化
発
展
は
、
将
来
の
予
測
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
示
唆
的
で
あ
る

(

一
九
九
五
年
の
『
イ
ギ
リ
ス
契

約
法
研
究
』
の
「
追
記
」
に
お
い
て
も
特
段
こ
の
点
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、C

h
e

sh
ire

an
d

F
ifo

o
t

の
最
新
版
は
二
〇
〇
一

年
の
第
一
四
版
で
あ
っ
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
関
す
る
独
立
の
章
は
維
持
さ
れ
て
い
る
﹇C

h
e

sh
ire

an
d

F
ifo

o
t,

at
1

2
1
.])

。
現
在

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
の
指
導
的
体
系
書
・
教
科
書
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
述
べ
る
。

(

�)

オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
／
ヒ
ュ
ー
・
ビ
ー
ル
編

(

潮
見
佳
男
＝
中
田
邦
博
＝
松
岡
久
和
監
訳)

『

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅰ
・
Ⅱ
』

(

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年)

九
七
―
一
〇
〇
頁
。

(

�)

こ
の
判
決
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
「
Ⅱ
」
で
詳
し
く
検
討
す
る
。

Ⅱ

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
判
例
法
の
状
況

１

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
総
論

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
、
た
と
え
約
因(

co
n

sid
e

ratio
n)

の
要
件
を
具
備
し
て
い
て
も
、
合
意
は
そ
れ
だ
け
で
は
契
約
と
評
価

さ
れ
な
い
。
合
意
が
契
約
と
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
に
は
、
当
事
者
が
法
律
関
係
形
成
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
は
、
法
自
由
化
段
階
と
さ
れ
る
一
七
・
一
八
世
紀
か
ら
要
求
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は

な
い
。

(

�)

法
律
関
係
形
成
意
思
の
要
件
化
は
一
九
世
紀
以
降
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

(

�)

現
在
の
判
例
法
で
明
確
な
形
で
法

律
関
係
形
成
意
思
が
導
入
さ
れ
た
出
発
点
と
な
る
の
は
、
一
九
一
九
年
の

B
a

lfou
r

v
B

a
lfou

r

に
お
け
る

A
tk

in

卿
の
判
示
で
あ
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る
。

(

�)

も
っ
と
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
で
法
律
関
係
形
成
意
思
は
当
初
か
ら
華
々
し
く
議
論
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
契
約

成
立
の
要
件
と
し
て
確
立
し
た
地
位
を
得
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
代
で
あ
る
。

(

�)
法
律
関
係
形
成
意
思
の
議
論
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、「
名
誉
に
か
け
て
約
束
を
守
る
」
と
の
紳
士
協
約

(

�)

は
、
当
事

者
は
裁
判
に
訴
え
て
権
利
を
実
現
す
る
意
図
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
契
約
と
は
呼
べ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
問
い
か
け
か
ら
出
発
し
て
い
き
た
い
。

(

�)

他
方
で
、
法
律
関
係
形
成
意
思
を
不
要
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

(

�)

以
下
で
は
、
ま
ず
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
判
例
法
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み
た
の
ち
、
次
の
「
Ⅲ
」
で
学

説
の
議
論
を
取
扱
う
。
た
だ
、
本
稿
は
特
段
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
概
念
を
わ
が
国
に
直
輸
入
せ
よ
と
主

張
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
の
教
科
書
・
体
系
書

(

�)

を
参
考
と
し
た
順
序
と
整
理
で
並
列
的
に
紹
介
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
が
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
な
る
の
は
前
掲
し
た
一
九
一
九
年
のB

a
lfou

r
v

B
a

lfou
r

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
お
き
た
い
。

２

法
律
関
係
形
成
意
思
に
関
す
る
証
明
責
任

ま
ず
、
法
律
関
係
形
成
意
思
と
証
明
責
任
に
か
か
る
議
論
と
判
例
を
確
認
し
て
お
く
。
契
約
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
す
べ
て

の
契
約
の
成
立
に
法
律
関
係
形
成
意
思
の
主
張
立
証
が
要
求
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
原
告
は
通
常
の
場
合
ビ
ジ
ネ
ス
上

の
契
約
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
こ
と
で
足
り
る
が
、

(

�)

黙
示
の
契
約
の
場
合
は
、
契
約
の
成
立
を
主
張
す
る
当
事
者
が
法
律
関
係

形
成
意
思
の
存
在
を
主
張
立
証
す
る
責
任
が
生
じ
る
。

(

�)
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ま
ず
は
こ
の
こ
と
に
関
す
る
最
近
の
判
例
を
紹
介
し
よ
う
。

M
od

a
h

l
v

B
ritish

A
th

lete
F

ed
era

tion
[

2
0

0
2]

1
W

L
R

1
1

9
2

[
事
案
の
概
要
﹈

原
告
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
著
名
な
女
子
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
走
者
で
あ
る
と
こ
ろ
、
ド
ー
ピ
ン
グ
検
査
で
陽
性
と
な
り
、

四
年
間
の
出
場
停
止
処
分
を
受
け
た
。

原
告
は
、
原
告
と
原
告
が
所
属
す
る
ク
ラ
ブ
が
加
盟
す
る
と
こ
ろ
の
被
告
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
陸
上
連
盟
と
の
間
に
は
次
の
よ

う
な
黙
示
の
契
約
条
項(

co
n

d
itio

n)

が
あ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
の
薬
物
検
査
委
員
会
は
、
綱
紀
委
員
会
が
偏

見
の
な
い
よ
う
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原
告
は
公
平
な
聴
聞
手
続
き
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
黙
示
の

契
約
条
項
で
あ
る
。

原
告
は
、
被
告
に
よ
っ
て
こ
の
黙
示
の
契
約
条
項
に
反
す
る
偏
見
の
あ
る
薬
物
検
査
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
と
し
て
、
契
約

違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
。

第
一
審
で
は
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に
契
約
関
係
を
認
め
ず
、
仮
に
契
約
が
あ
っ
た
と
し
て
も
被
告
の
綱
紀
委
員
会
は
バ
イ

ア
ス
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
お
ら
ず
損
害
は
な
い
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。

控
訴
院
は
、
と
り
わ
け
選
手
た
ち
が
長
年
被
告
陸
上
連
盟
の
規
則
や
ル
ー
ル
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
と
で
競
技
し
て
き
た
こ
と
を
も

っ
て
、
選
手
と
連
盟
と
の
間
に
契
約
関
係
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
た
。

(
�)
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３

明
示
的
に
法
的
効
力
を
否
定
す
る
条
項
が
あ
る
場
合

次
に
、
合
意
の
中
に
法
律
関
係
形
成
意
思
に
反
す
る
文
言
が
あ
る
場
合
に
関
す
る
問
題
に
移
る
。
例
え
ば
、
合
意
の
中
に
「
こ
の

合
意
は
正
式
な
、
も
し
く
は
法
的
な
合
意
で
は
な
く
、
単
に
当
事
者
の
目
的
も
し
く
は
意
図
の
記
録
に
す
ぎ
ず
、
当
事
者
は
名
誉
に

か
け
て
誓
う
に
す
ぎ
な
い
」
な
ど
の
名
誉
条
項

(
h

o
n

o
u

r
clau

se)

が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
が
否
定
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。

(

�)
同
様
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
の
売
買
に
関
す
る
合
意
は
、
一
般
に
、「
契
約
を
条
件
と
し
て(

su
b

je
ct

t o
co

n
tract)

」
な
さ
れ
る
た
め
、
後
に
正
式
な
契
約
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
さ
な
い
。

(

�)

ま
た
、
他
の
例
と
し

て
、
賭
博
契
約
に
関
す
る
約
束
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
サ
ッ
カ
ー
く
じ(

fo
o

tb
all

p
o

o
l

co
u

p
o

n
s)

は
通
常
明
示
的
に

法
律
関
係
形
成
意
思
を
否
定
す
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
、
契
約
に
法
律
関
係
形
成
意
思
に
反
す
る
よ
う
な
文
言
が
あ
る
場
合
、
法
律
関
係
形
成
意
思
が
否
定
さ
れ
る
か
ど
う

か
ど
う
か
は
、
契
約
の
解
釈
の
問
題
と
な
る
。

(
�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
案
が
参
考
に
な
る
。

H
a

n
jin

S
h

ip
p

in
g

C
o

L
td

v
Z

en
ith

C
h

a
rterin

g
C

orp
.(

T
h

e
M

erced
es

E
n

voy)
[

1
9

9
5]

2
L

lo
y

d
’s

R
e

p
.

5
5

9

[

事
案
の
概
要
﹈

原
告
と
被
告
と
の
間
で
、
被
告
が
管
理
す
る
船
舶

(

以
下
「
本
件
船
舶｣)

の
傭
船
契
約
の
交
渉
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
は
い

く
つ
か
留
保
事
項
が
残
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
船
舶
が
荒
天
の
た
め
損
傷
し
修
理
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
交

渉
に
お
い
て
、
被
告
側
の
担
当
者
よ
り
、「
わ
れ
わ
れ
は
誠
実
に
拘
束
さ
れ
る(

W
e

are
fix

e
d

in
g

o
o

d
faith)

」
と
の
発
言
が

な
さ
れ
た
も
の
の
、
本
件
船
舶
の
損
傷
が
予
期
し
て
い
た
よ
り
激
し
く
、
修
理
は
経
済
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
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た
め
本
件
船
舶
は
第
三
者
に
売
却
さ
れ
、
原
告
に
対
し
傭
船
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

原
告
は
、
原
告
被
告
間
に
成
立
し
た
と
主
張
す
る
傭
船
契
約
に
基
づ
き
、
仲
裁
を
求
め
う
る
こ
と
の
宣
言
を
請
求
し
て
訴
え

を
提
起
し
た
。

高
等
法
院
は(

M
an

ce

裁
判
官)

、
被
告
側
の
「
わ
れ
わ
れ
は
誠
実
に
拘
束
さ
れ
る(

in
g

o
o

d
faith)

」
と
の
発
言
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
契
約
の
成
立
は
明
ら
か
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
判
例
を
参
照
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
誠
実
協
議
義
務
は
、「
誠
実
協
議
」
の
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

契
約
の
成
立
に
近
い
効
果
ま
で
認
め
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
じ
る
。

(

�)

４

黙
示
的
な
法
律
関
係
形
成
意
思
の
否
定

継
続
的
取
引
の
中
止

ま
た
、
法
律
関
係
形
成
意
思
が
明
示
で
な
く
黙
示
的
に
否
定
す
る
よ
う
な
条
項
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
問
題
と
な
る
。
黙
示
的

に
法
律
関
係
形
成
意
思
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
合
意
の
契
約
と
し
て
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
次
の

事
案
が
参
照
に
値
す
る
。

B
a

ird
T

extile
H

old
in

gs
L

td
v

M
a

rk
s

a
n

d
S

p
en

cer
p

lc
[

2
0

0
2]

1
A

ll
E

R
7

3
7

[

事
案
の
概
要]

事
案
は
約
三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
有
名
小
売
店
で
あ
る
被
告
に
商
品
を
納
入
し
て
き
た
納
入
業
者
が
取
引
を
打
ち
切
ら
れ
た

こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
告
と
被
告
と
の
間
で
商
品
の
納
入
に
関
し
て
明
示
契
約(

e
x

p
re

ss
co

n
tract)

は
締
結
さ
れ

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
原
告
の
主
張
に
よ
る
と
、
被
告
が
取
引
の
柔
軟
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
被
告
は
原
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告
と
の
取
引
を
当
該
年
度
い
っ
ぱ
い
で
打
ち
切
る
旨
通
告
し
た
。
原
告
で
あ
る
納
入
業
者
は
、
と
り
わ
け
、
取
引
中
止
に
は
三

年
の
合
理
的
な
理
由
を
有
す
る
事
前
通
告
が
必
要
と
の
「
黙
示
の
契
約
」
に
基
づ
き
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
妥
当
と

思
わ
れ
る
取
引
価
格
と
数
量
で
商
品
の
納
入
を
継
続
さ
せ
る
よ
う
求
め
た
。
第
一
審
で
は
原
告
の
主
張
す
る
黙
示
の
契
約
の
成

立
が
否
定
さ
れ
た
た
め
、
控
訴
院
に
上
訴
。

控
訴
院
は
上
訴
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
原
告
の
主
張
す
る
「
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
妥
当
と
思
わ
れ
る

取
引
価
格
と
数
量
」
が
あ
ま
り
に
曖
昧
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
関
係
形
成
意
思
の
欠
如
が
認
定
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

学
説
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
継
続
的
取
引
の
事
案
で
は
、
原
告
は
特
段
の
契
約
上
の
保
護
な
し
に
そ
の
よ
う
な
長
期
間
の
継

続
的
な
取
引
関
係
か
ら
生
ず
る
リ
ス
ク
を
引
受
け
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)

５

心
裡
留
保
・
宣
伝
文
句
と
の
交
錯

ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
の
議
論
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
心
裡
留
保
の
議
論
と
も
交
錯
す
る
。

(

�)

契
約
交
渉
に
お
い
て
な
さ
れ
た
発
言
が
「
単
な
る
ふ
か
し(

m
e

re
p

u
ff)

」
に
す
ぎ
ず
、
契
約
条
項
を
構
成
し
な
い
と
判
示
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、W

eek
s

v
T

yb
a

ld
(

1
6

0
5)

N
o

y
1

1
.

で
は
「
娘
の
結
婚
相
手
と
し
て
父
で
あ
る
自
分
の
眼
鏡
に
適
う
相

手
に
は
、
一
〇
〇
ポ
ン
ド
支
払
お
う
」
と
の
発
言
に
法
的
拘
束
力
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

(

�)

さ
ら
に
、
当
事
者
の
発
言
が
ど
の
程
度
真
意
に
基
づ
い
て
い
た
か
が
よ
り
先
鋭
に
問
題
と
な
る
の
が
、
販
売
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

に
記
入
し
た
宣
伝
文
句
が
契
約
条
項
に
含
ま
れ
る
か
で
あ
る
。

L
a

m
b

ert
v

L
ew

is
[

1
9

8
2]

A
C

2
2

5
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[

事
案
の
概
要]

製
造
業
者
は
自
ら
の
製
品

(

自
動
車
と
ト
レ
イ
ラ
ー
を
つ
な
ぐ
牽
引
具)

を
、「
誰
で
も
扱
う
こ
と
が
可
能(

fo
o

lp
ro

o
f)

」

で
あ
り
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
不
要
と
宣
伝
し
て
販
売
し
た
。
こ
れ
を
小
売
店
か
ら
購
入
し
た
被
告
は
、
自
動
車
と
ト
レ
イ
ラ
ー

を
接
続
し
て
運
転
し
た
と
こ
ろ
、
牽
引
具
が
外
れ
て
ト
レ
イ
ラ
ー
が
車
道
内
に
進
み
、
原
告
の
夫
・
息
子
・
娘
が
同
乗
す
る
自

動
車
と
の
間
で
事
故
が
発
生
し
た

(

原
告
の
夫
と
息
子
の
二
名
が
死
亡
し
た
他
、
娘
は
傷
害
を
負
っ
た)

。

被
害
者
の
遺
族
は
、
自
動
車
の
所
有
者
と
運
転
者
を
相
手
取
っ
て
損
害
賠
償
請
求
。
被
告
ら
は
、
小
売
店
を
訴
訟
に
参
加
さ

せ(
th

ird
p

arty
p

ro
ce

e
d

in
g

s)

、
仲
介
業
者
か
ら
こ
の
製
品
を
仕
入
れ
た
小
売
店
は
製
造
業
者
を
訴
訟
に
参
加
さ
せ
て

(
fo

u
rth

p
arty

p
ro

ce
e

d
in

g
s)

、
不
実
表
示
と
保
証
違
反(

b
re

ach
o

f
w

arran
ty)

を
理
由
に
損
害
賠
償
請
求
。

貴
族
院
は(

S
te

p
h

e
n

so
n

裁
判
官)
、
誰
で
も
扱
う
こ
と
が
可
能
で
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
・
フ
リ
ー
と
し
た
宣
伝
文
句
に
つ
き
、
こ
れ

ら
の
文
言
を
明
示
の
保
証
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
製
造
業
者
と
小
売
店
と
の
間
に
契
約
関
係
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。

(

�)(

�)

こ
の
判
決
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
単
な
る
表
明(

re
p

re
se

n
tatio

n)

か
、
契
約
の
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
か
区
別
す
る
こ
と
が
重

要
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
、
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
契
約
の
拘
束
力
を
有
す
る
条
項
と
そ
う
で
な
い

条
項
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
法
を
ま
と
め
る
学
説
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
く
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

６

メ
ー
カ
ー
の
保
証
書
と
法
律
関
係
形
成
意
思

続
い
て
、
制
定
法
の
規
律
を
紹
介
す
る
。
二
〇
〇
二
年
消
費
者
物
品
売
買
提
供
規
則(

T
h

e
S

ale
an

d
S

u
p

p
ly

o
f

G
o

o
d

s
to
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C
o

n
su

m
e

r
R

e
g

u
latio

n
2

0
0

2)

第
一
五
条

(

１)

に
よ
る
と
、「
目
的
物
が
消
費
者
に
対
し
て
引
渡
さ
れ
た
と
き
に
、
保
証
書
面
あ

る
い
は
広
告
に
お
い
て
表
示
さ
れ
た
条
項
に
基
づ
き
、
保
証
者
と
消
費
者
の
間
に
契
約
の
効
力
を
及
ぼ
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

学
説
は
こ
れ
を
、
保
証
契
約
の
拘
束
力
は
二
〇
〇
二
年
消
費
者
物
品
売
買
提
供
規
則
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
当
事

者
の
個
別
の
法
律
関
係
形
成
意
思
は
問
題
と
さ
れ
な
い
と
解
説
し
て
い
る
。

(

�)

７

社
交
上
の
約
束

自
動
車
へ
の
相
乗
り
・
隣
人
へ
の
訴
え

法
律
関
係
形
成
意
思
が
典
型
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
社
交
上
の
約
束
の
問
題
と
、
次
の
夫
婦
間
の
合
意
の
問
題
で
あ
る
。

(

�)

多
く
の
社
交
上
の
約
束
は
、
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
意
思
に
欠
け
る
た
め
に
、
契
約
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(

�)

友
人
や
隣
人
間

で
の
自
動
車
へ
の
相
乗
り(

car
p

o
o

l)
の
約
束
で
は
、
た
と
え
当
事
者
の
一
方
が
ガ
ソ
リ
ン
代
等
の
費
用
を
負
担
し
て
い
た
と
し

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

て
も
法
的
な
責
任
を
発
生
せ
し
め
な
い
。
(

�)

・
・C

ow
a

rd
v

M
otor

In
su

rers’
B

u
rea

u
[

1
9

6
3]

1
Q

B
2

5
9

[

事
案
の
概
要
﹈

同
じ
工
場
に
勤
務
す
る

C
o

le

と

C
o

w
ard

は
、C

o
le

が
C

o
w

ard

を
バ
イ
ク
の
タ
ン
デ
ム
シ
ー
ト
に
乗
せ
て
送
る
こ
と
が

あ
り
、
し
ば
し
ばC

o
w

ard

か
らC

o
le

に
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

あ
る
と
き
、
い
つ
も
の
よ
う
に

C
o

le

が

C
o

w
ard

を
タ
ン
デ
ム
シ
ー
ト
に
乗
せ
て
帰
宅
し
て
い
る
途
中
に
事
故
が
発
生
し
、

二
名
は
死
亡
し
た
。
こ
の
事
故
は

C
o

le

の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。C

o
w

ard

の
未
亡
人
は

C
o

le

の
遺

族
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
勝
訴
し
た
が
、C

o
le

の
保
険
で
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

論

説

336

三
三
六

Ⅰ



そ
こ
で
、C

o
w

ard

の
未
亡
人
は
、「
レ
ン
タ
ル
も
し
く
は
営
業
中
の(

h
ire

o
r

re
w

ard)

」
事
故
に
つ
き
保
険
金
の
支
払
を

認
め
る
一
九
三
〇
年
道
路
交
通
法
第
三
六
条
に
基
づ
き
、
自
動
車
保
険
事
務
所(

M
o

to
r

In
su

re
rs’

B
u

re
au)

に
金
銭
の
支
払

を
請
求
し
た
。
争
点
は
、C

o
le

とC
o

w
ard

の
間
の
約
束
が
契
約
か
ど
う
か
で
あ
る
。

第
一
審
で
は
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
。

こ
の
事
案
で
、
控
訴
院
は
、C

o
le

と

C
o

w
ard

と
の
間
に
法
律
関
係
形
成
意
思
は
な
い
と
し
て
、
契
約
の
成
立
を
認
め
な
か
っ

た
。

(

�)

学
説
に
よ
る
と
、
社
交
上
の
約
束
に
契
約
の
拘
束
力
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
損
害
を
金
銭
に
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

は
な
い
。

(

�)

社
交
上
の
約
束
に
つ
い
て
契
約
関
係
を
否
定
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
隣
人
の
子
ど
も
を
隣
人
が
留
守
の
間
あ
ず
か
る
「
約
束
」
に

も
、「
効
果
意
思
」
で
は
な
く
法
律
関
係
形
成
意
思
の
観
点
か
ら
説
明
の
可
能
性
が
生
じ
る
。

８

夫
婦
間
で
の
合
意

�
�
���

�
�
�
�
�
���

�
�：

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス

さ
て
、
こ
こ
で
法
律
関
係
形
成
意
思
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
る
。B

a
lfou

r
v

B
a

lfou
r

で
は
、
当
事
者

に
法
律
関
係
形
成
意
思
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。

B
a

lfou
r

v
B

a
lfou

r
[

1
9

1
9]

2
K

B
5

7
1

[

事
実
の
概
要
﹈

夫
婦
が
セ
イ
ロ
ン
島
に
赴
任
し
て
い
た
が
、
休
暇
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
一
時
帰
国
し
た
。
し
か
し
、
妻
は
病
気
を
理
由
に
セ
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イ
ロ
ン
島
に
は
戻
ら
ず
、
夫
の
み
が
単
身
で
セ
イ
ロ
ン
島
に
戻
り
、
夫
は
口
頭
で
妻
に
月
々
三
〇
ポ
ン
ド
送
金
す
る
約
束
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
夫
は
送
金
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
妻
は
夫
に
対
し
て
、
契
約
に
基
づ
い
て
月
々
三
〇
ポ
ン
ド
の
支
払
を
求

め
た
。

[

判
旨(

A
tk

in

卿)

﹈

散
歩
に
行
く
約
束
を
契
約
だ
と
い
う
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
…
…
。
契
約
が
成
立
す
る
に
は
、
法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思

が
必
要
で
あ
る
。

(
�)

こ
の

A
tk

in

卿
の
判
示
に
よ
っ
て
、B

a
lfou

r
v

B
a

lfou
r

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
に
か
か
る
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
な
る
。

B
a

lfou
r

v
B

a
lfou

r

に
お
い
て
、

こ
の
判
決
ま
で
法
律
関
係
形
成
意
思
の
概
念
が
な
か
っ
た
の
だ
か
ら

通
常
の
契
約
法

の
原
理
が
適
用
さ
れ
た
場
合
は
、
妻
が
勝
訴
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

た
だ
、
少
し
補
足
し
て
お
く
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
夫
が
妻
の
所
有
す
る
不
動
産
の
テ
ナ
ン
ト
と
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
上
で
、
ま
さ
に
夫
婦
関
係
に
お
い
て
も
法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思
が
契
約
の
成
立
要
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)(

�)

９

履
行
・
解
除
に
か
か
る
合
意
の
広
範
な
裁
量

こ
こ
で
少
し
当
事
者
の
関
係
と
法
律
関
係
形
成
意
思
の
問
題
か
ら
は
離
れ
よ
う
。
次
に
、
一
方
当
事
者
に
履
行
に
か
か
る
広
範
な

裁
量
が
あ
る
場
合
と
法
律
関
係
形
成
意
思
の
問
題
に
移
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
当
事
者
に
履
行
に
関
し
て
あ
ま
り
に
広
範
な
裁
量
が

認
め
ら
れ
る
と
、
ま
ず
、
約
因
が
な
い
も
の
と
し
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
次
に
生
じ
る
問
題
と
し
て
、
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他
方
の
当
事
者
が
そ
の
債
務
を
任
意
に
履
行
し
た
と
し
て
、
も
う
一
方
の
給
付
を
強
制
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

(

�)

T
a

ylor
v

B
rew

er
(

1
8

1
3)

1
M

.
an

d
S
.

2
9

0

で
は
、

(

�)

「
正
当
と
思
わ
れ
る
報
酬
」
の
支
払
い
が
約
束
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
正
当

な
報
酬
の
支
払
い
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
。「
正
当
と
思
わ
れ
る
報
酬
」
は
単
な
る
名
誉
条
項
に
す
ぎ
ず
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
と

判
示
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

ま
た
同
様
に
、
一
方
の
当
事
者
に
自
由
に
解
除
を
認
め
る
条
項
が
あ
る
場
合
に
も
法
律
関
係
形
成
意
思
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。

「
気
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
ら
履
行
し
て
あ
げ
る
よ
」
と
い
う
契
約
条
項
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

(

�)

�

合
意
が
曖
昧
で
あ
っ
た
場
合

ま
た
、
合
意
が
曖
昧
で
あ
る
場
合
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
が
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

(

�)

V
a

u
gh

a
n

v
V

a
u

gh
a

n
[

1
9

5
3]

1
Q

B
7

6
2

[

事
案
の
概
要
﹈

離
婚
し
た
夫
婦
が
そ
れ
ま
で
居
住
し
て
い
た
住
居
は
夫
が
所
有
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
夫
が
妻
を
遺
棄
し
、
住
居
か
ら
立
ち
去

る
に
際
し
「
い
つ
ま
で
も
居
住
し
て
い
て
も
よ
い(

alw
ay

s
liv

e
th

e
re)

」
と
述
べ
た
。
そ
の
後
妻
の
申
立
て
に
よ
っ
て
夫
の

不
倫
を
理
由
に
離
婚
が
成
立
し
た
。
そ
の
後
、
夫
か
ら
妻
が
住
居
に
居
住
し
得
る
か
に
つ
い
て
裁
判
所
に
判
断
が
求
め
ら
れ
た
。

[

判
旨
﹈

婚
姻
の
解
消
に
よ
っ
て
、
妻
は
、
居
住
し
続
け
る
た
め
に
は
契
約
な
ど
の
占
有
権
原
を
必
要
と
す
る
。「
い
つ
ま
で
も
居
住
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し
て
い
て
も
よ
い
」
と
い
う
夫
の
発
言
お
よ
び
そ
の
後
の
言
動
に
よ
っ
て
契
約
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
単
に
一
定

期
間
の
占
有
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
撤
回
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
即
時
の
立
退
き
を
命
じ
る
こ
と

は
で
き
ず
、
合
理
的
な
一
定
期
間
の
後
に
妻
は
立
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
期
間
は
六
ヶ
月
が
相
当
で
あ
る
。

(

�)

学
説
は
、
控
訴
院
が
こ
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
理
由
と
し
て
、
曖
昧
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
が
い
つ
ま
で
・
ど
の

よ
う
な
条
件
で
住
居
に
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
夫
と
の
間
で
合
意
が
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

前
掲
の

B
a

ird
T

extile

H
old

in
gs

L
td

v
M

a
rk

s
a

n
d

S
p

en
cer

p
lc

も
、「
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
取
引
数
量
と
価
格
」
が
曖
昧
に

過
ぎ
た
と
い
う
趣
旨
で
、
こ
こ
に
含
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
、le

tte
rs

o
f

in
te

n
t

が
契
約
と
な
ら
な
い
の
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
欠
如
に
よ
り
説
明
で
き
る
。

(

�)

合
意
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
は
ま
た
契
約
が
成
立
し
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
根
拠
に
も
な
り
得
る
が
、
曖
昧
さ
を
理
由
と
し
て
契

約
が
成
立
し
な
い
の
と
、
法
律
関
係
形
成
意
思
が
曖
昧
性
を
理
由
に
否
定
さ
れ
る
の
は
、
境
界
線
上
の
問
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

(

�)曖
昧
さ
は
、
明
示
の
合
意
で
は
な
く
、
行
為
に
基
づ
く
黙
示
の
合
意
が
主
張
さ
れ
る
場
合
に
、
法
律
関
係
形
成
意
思
が
否
定
さ
れ

る
よ
り
有
力
な
根
拠
と
な
る
。

(

�)

�

法
律
関
係
形
成
意
思：

客
観
的
解
釈

最
後
に
な
る
が
、
で
は
、
当
事
者
の
法
律
関
係
形
成
意
思
は
ど
の
よ
う
に
し
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契

約
法
で
は
、
当
事
者
の
法
律
関
係
形
成
意
思
は
、
客
観
主
義
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
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例
え
ば
、
家
屋
の
売
買
の
際
に
は
、
当
事
者
が
「
契
約
の
成
立
を
条
件
と
し
て(

su
b

je
ct

to
co

n
tract)

」
と
し
な
い
限
り
は
、

当
事
者
が
契
約
の
成
立
を
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
契
約
の
拘
束
力
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。

(

�)

た
だ
し
、
他
方
の
当
事
者

が
、
相
手
方
が
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
契
約
の
法
的
拘
束
力
は
発
生
し
な
い
。

(

�)

こ
の
こ
と
に
関
す
る
最
近
の
判
例
を
掲
げ
て
お
こ
う
。
貸
主
が
許
諾
合
意(

lice
n

se
ag

re
e

m
e

n
t)

と
し
て
の
意
思
し
か
有
し
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
借
主
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
賃
貸
借
と
し
て
法
的
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(

�)

S
treet

v
M

ou
n

tford
[

1
9

8
5]

A
C

8
0

9

[

事
案
の
概
要
﹈

一
九
八
三
年
三
月
七
日
の
合
意
に
よ
っ
て
、
Ｓ
は
Ｍ
に
対
し
、
一
四
日
の
事
前
通
告
に
よ
っ
て
退
去
す
る
こ
と
を
条
件
に
、

週
三
七
ポ
ン
ド
で
二
部
屋
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
そ
の
合
意
は
「
許
諾
合
意(

lice
n

se
ag

re
e

m
e

n
t)

」
と
題
さ
れ
て

お
り
、
Ｍ
に
よ
っ
て
こ
の
合
意
は
家
賃
法(

R
e

n
t

A
cts)

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
賃
貸
借
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
旨
の
文

言
が
含
ま
れ
て
い
た

(

以
下
「
本
件
合
意
」
と
い
う)

。

Ｓ
は
、
一
九
八
三
年
八
月
、
本
件
合
意
は
単
な
る
「
許
諾
合
意
」
で
あ
っ
て
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
賃
貸
借
で
は
な
い
こ

と
の
宣
言
を
求
め
て
県
裁
判
書
に
提
訴
。

県
裁
判
書
は
、
本
件
合
意
は
賃
貸
借
で
あ
る
と
し
た
が
、
控
訴
院
で
は
、
本
件
合
意
は
許
諾
合
意
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
。

貴
族
院
は
、
本
件
合
意
の
「
真
の
解
釈
と
し
て(

o
n

its
tru

e
co

n
stru

ctio
n)｣

、
許
諾
合
意
と
の
標
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件

合
意
は
賃
貸
借
契
約
を
形
成
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
と
判
示
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
学
説
の
評
価
と
し
て
は
、
詳
し
く
は
次
で
紹
介
す
る
が
、H

e
d

le
y

に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
法
律
関
係
形
成
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意
思
を
客
観
主
義
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
だ
と
す
る
時
点
で
、
す
で
に
「
契
約
が
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
さ
れ
る
べ
き
か
」
と
の
評
価
の
契

機
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

(

�)
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
は
、
当
事
者
の
法
律
関
係
形
成
意
思
の
有
無
に
つ
き
裁
判
所
が
客
観
的
に
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律

関
係
形
成
意
思
を
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
も
ま
た
呈
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

次
の
「
Ⅲ
」
で
は
、

こ
の
よ
う
な
疑
問
に
か
か
る
学
説
の
議
論
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

�

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
関
係
形
成
意
思
に
関
す
る
判
例
法
の
ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
こ
こ
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
関
係
形
成
意
思
に
関
す
る
判
例
法
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
法
律
関
係
形

成
意
思
の
問
題
は
、
事
実
の
問
題
に
帰
着
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
指
摘
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
判
決
を
紹
介
す
る
。

(

�)

Z
a

k
h

em
In

tern
a

tion
a

l
C

on
stru

ction
L

td
v

N
ip

p
on

K
ok

a
n

K
K
[

1
9

8
7]

2
L

lo
y

d
’s

R
e

p
.

5
9

6

[

事
案
の
概
要
﹈

被
告
は
リ
ビ
ア
で
の
建
設
工
事
を
請
負
っ
た
が
、
さ
ら
に
原
告
に
下
請
け
さ
せ
た
。
建
設
に
必
要
な
設
備

(

以
下
「
本
件
設

備
」
と
い
う)

は
被
告
か
ら
の
ロ
ー
ン
で
あ
っ
た
が
原
告
が
返
済
は
し
て
い
た
。
リ
ビ
ア
政
府
と
の
関
係
で
輸
入
等
は
被
告
名

で
行
わ
れ
、
被
告
名
義
と
な
っ
て
い
た
。
工
事
完
了
後
、
本
件
設
備
は
被
告
の
援
助
の
も
と
原
告
が
輸
出
す
る
計
画
で
あ
っ
た

が
、
建
設
工
事
終
了
後
リ
ビ
ア
政
府
と
の
関
係
お
よ
び
関
税
等
の
理
由
で
リ
ビ
ア
政
府
系
企
業
に
廉
価
で
売
却
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
原
告
が
売
却
代
金
の
分
け
前
を
要
求
し
、
一
九
八
三
年
五
月
三
〇
日
付
け
で
一
定
の
金
員
を
支
払
う
旨
の
「
合
意
」
が

な
さ
れ
、
文
書
も
作
成
さ
れ
た

(

以
下
「
本
件
合
意
」
と
い
う)

。
し
か
し
本
件
合
意
に
基
づ
く
金
銭
は
一
部
が
支
払
わ
れ
た
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の
み
で
残
額
は
被
告
か
ら
原
告
に
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。
被
告
は
、
本
件
合
意
は
租
税
の
関
係
で
リ
ビ
ア
政
府
に
提
出
す
る
た

め
の
形
式
上
の
も
の
で
、
本
件
合
意
に
よ
っ
て
原
告
被
告
と
も
に
な
ん
ら
法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思
は
な
い
と
主
張
し
た
。

そ
こ
で
、
本
件
合
意
の
法
的
拘
束
力
の
有
無
が
争
点
と
な
っ
た
。

原
審
で
は
本
件
合
意
の
拘
束
力
が
否
定
さ
れ
、
控
訴
院
で
も
詳
細
に
先
例
お
よ
び
事
実
関
係
が
総
合
考
慮
さ
れ
、
本
件
合
意
に
法

的
拘
束
力
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

以
下
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
律
関
係
形
成
意
思
に
か
か
る
裁
判
例
の
ま
と
め
に
代
え
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思
が
事
実
認
定
の

問
題
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
事
案
を
二
件
紹
介
し
て
お
く
。

E
sso

P
etroleu

m
L

td
v

C
om

m
ission

ers
of

C
u

stom
s

a
n

d
E

xcise
[

1
9

7
6]

1
W

L
R

1

[

事
案
の
概
要]

原
告
は
著
名
な
石
油
元
売
業
者
で
あ
る
と
こ
ろ
、
一
九
七
〇
年
の
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
メ
キ
シ
コ
大
会
に
際
し
て
、

原
告
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
ガ
ソ
リ
ン
を
給
油
し
た
顧
客
に
「
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
コ
イ
ン
」
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
サ
ッ
カ

ー
チ
ー
ム
に
属
す
る
選
手
の
似
顔
絵
が
描
か
れ
た
コ
イ
ン
を
四
ガ
ロ
ン
ご
と
に
一
枚
渡
す
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
コ
イ
ン
の
提
供
が
購
買
税(

p
u

rch
ase

tax：

一
九
七
三
年
か
ら
付
加
価
値
税
と
な
る)

の
対
象
と
な
る
と

被
告
が
主
張
し
た
た
め
、
顧
客
と
の
間
で
「
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
コ
イ
ン
」
の
提
供
が
購
買
税
の
対
象
と
な
る
売
買
契
約
か
ど
う

か
が
争
わ
れ
た
。

貴
族
院
は
、
四
対
一
の
多
数
決
で
、
コ
イ
ン
の
「
売
買

(
sale)

」
は
な
か
っ
た
と
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
四
裁
判
官
は
約
因

(
co

n
sid

e
ratio

n)

が
な
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
イ
ン
供
与
約
束
の
約
因
と
し
て
金
銭
の
支
払
い
は
な
く
、
一
定
の
エ
ッ
ソ
の
ガ
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ソ
リ
ン
給
油
と
い
う
別
個
の
契
約
の
締
結
が
条
件
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、

D
ilh

o
rn

e

卿
とR

u
sse

ll
o

f
K

illo
w

e
n

卿
が
、
顧
客
に
コ
イ
ン
を
提
供
す
る
合
意
に
は
、
当
事
者
は
売
買
の
法
律
関
係
形
成
意
思
を

有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
点
で
あ
る
。

J.
E

va
n

s
a

n
d

S
on
(

P
ortsm

ou
th)

L
td

v
A

n
d

rea
[

1
9

7
6]

1
W

L
R

1
0

7
8

[

事
案
の
概
要
﹈

原
告
は
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
機
械
を
輸
入
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
業
者
で
あ
る
と
こ
ろ
、
輸
送
代
行
業
者
で
あ
る
被
告
と
の
間

で
は
、
顧
客
に
よ
る
明
示
の
文
書
に
よ
る
指
示
が
な
い
限
り
は
、
被
告
が
輸
送
手
段
、
ル
ー
ト
等
に
つ
い
て
裁
量
を
有
し
、
責

任
制
限
条
項
を
含
む
約
款
に
基
づ
く
契
約
に
よ
っ
て
い
た
。

そ
の
後
原
告
と
被
告
と
の
間
で
、
輸
送
手
段
等
の
変
更
に
か
か
る
協
議
が
な
さ
れ
、
そ
の
際
被
告
か
ら
は
、
口
頭
で
、
今
後

原
告
の
貨
物
は
コ
ン
テ
ナ
に
梱
包
さ
れ
デ
ッ
キ
下
で
輸
送
さ
れ
る
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
原
告
の
輸
入
す
る
貨
物
が
デ
ッ
キ
上
に
搭
載
さ
れ
、
荒
天
の
た
め
海
中
に
落
下
し
て
喪
失
し
た
。
原
告
は
損
害

賠
償
を
求
め
て
提
訴
。
被
告
は
、
責
任
制
限
条
項
を
根
拠
に
請
求
を
拒
ん
だ
。

原
審
は
、
被
告
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
デ
ッ
キ
下
で
輸
送
す
る
と
の
口
頭
の
言
質
は
、「
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る
保
証(

le
g

ally

b
in

d
in

g
w

arran
ty)

」
で
は
な
い
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
。
原
告
に
よ
る
上
訴
。

控
訴
院
は
、
被
告
に
よ
っ
て
「
強
制
可
能
な
契
約
上
の
約
束(

e
n

fo
rce

ab
le

co
n

tractu
al

p
ro

m
ise)

」
が
な
さ
れ
た
と
判
示
し
て

上
訴
を
認
め
た
。

(

�)

学
説
は
、
こ
の
事
案
は
明
ら
か
に
限
界
事
例
で
あ
る
が
、
第
一
審
の
裁
判
官
は
客
観
的
解
釈
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
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あ
り
、
控
訴
院
は
当
事
者
の
主
観
的
事
情
を
重
視
し
す
ぎ
で
あ
り
、
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
が
不
足
し
て
い

る
き
ら
い
が
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

(

�)
法
律
関
係
形
成
意
思
は
客
観
的
に
解
釈
さ
れ
る
事
実
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
評
価
的
な
契
機
が
含
ま
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
関
係
形
成
意
思
は
不
要
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
生
じ
る
。
で
は
、
続
い
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思
は
ど
の

よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
か
を
め
ぐ
る
学
説
の
議
論
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(

�)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
契
約
法
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
は
、
木
下
毅
『
英
米
契
約
法
の
理
論
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、

一
九
八
五
年)

七
九
頁
以
下
参
照
。

(

�)
S

im
p

so
n

‘In
n

o
v

atio
n

in
N

in
e

te
e

n
th

C
e

n
tu

ry
C

o
n

tract
L

aw
’(

1
9

7
5)

9
1

L
Q

R
2

4
7
;

A
n

so
n
’s

L
aw

o
f

C
o

n
tract

2
9

the
d
.,

2
0

1
0

(

以
下
「A

n
so

n
2

0
1

0

」
と
略
記
す
る)

at
7

0
.

(

�)

他
の
判
決
を
最
初
だ
と
す
る
説
も
あ
る
が(

H
e

d
le

y
‘K

e
e

p
in

g
C

o
n

tract
in

its
P

lace
’
(

1
9

8
5)

5
O

JL
S

3
9

1
,

at
3

9
3

n
.9)

、

B
a

lfou
r

v
B

a
lfou

r

が
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
す
る
立
場
が
支
配
的
で
あ
る
。

(

�)
H

e
d

le
y
,

su
p

ra
n

ote
3

5
,

at
3

9
3
.

こ
の
問
題
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
わ
が
国
で
比
較
的
紹
介
さ
れ
て
い
る
レ
タ
ー
・
オ
ブ
・
イ

ン
テ
ン
ト
の
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

3
.

(

�)

本
稿
で
は
詳
し
く
扱
う
こ
と
は
し
な
い
が
、
以
下
で
紹
介
す
る
も
の
の
他
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
問
題
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
労
働
協
約
と
フ
リ
ー
・
ト
ラ
ベ
ル
・
パ
ス
の
問
題
が
あ
る
。
労
働
協
約
は
、
書
面
で
な
さ
れ
る
か
、
明

確
に
法
的
な
効
果
が
あ
る
旨
を
規
定
し
な
い
限
り
は
、
契
約
と
は
さ
れ
な
い(

A
n

so
n

2
0

1
0
,

at
7

0
.)

。
ま
た
、
退
職
者
に
給
付
さ
れ
る
フ

リ
ー
・
ト
ラ
ベ
ル
・
パ
ス
も
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
観
点
か
ら
契
約
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
る(

C
h

itty
2

0
0

8
,

2

�17
8
.)

。
さ
ら
に
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
既
存
の
権
利
に
変
更
を
加
え
る
合
意
は
法
律
関
係
形
成
意
思
を
欠
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
新
た
な
」
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法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思
が
な
い
か
ら
で
あ
る

(
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�18
0)

。

(
�)

C
h

itty
2

0
0

8
,

at
2

�

1
5

8
,

n
.7

1
2
.

(
�)
と
り
わ
け
、C

h
itty

2
0

0
8
;

A
n

so
n

2
0

1
0
.

を
参
照
し
た
。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
5

9
.

た
だ
、
一
九
七
四
年
消
費
者
信
用
法(

C
o

n
su

m
e

r
C

re
d

it
A

ct
1

9
7

4)

に
よ
る
規
制
を
受
け
る
合
意
は
、

二
〇
〇
四
年
消
費
者
信
用

(

合
意)

(

修
正)

規
則(

C
o

n
su

m
e

r
C

re
d

it
(

A
g

re
e

m
e

n
ts)
(

am
e

n
d

m
e

n
t)

R
e

g
u

latio
n

s
2

0
0

4)

第
二
条

が
修
正
す
る
と
こ
ろ
の
一
九
八
三
年
消
費
者
信
用

(

合
意)

規
則(

C
o

n
su

m
e

r
C

re
d

it
(

A
g

re
e

m
e

n
ts)

R
e

g
u

latio
n

s
1

9
8

3)

に
よ
っ

て
、
一
定
の
契
約
に
つ
き
「
契
約
条
項
に
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
場
合
に
の
み
」
署
名
す
る
よ
う
警
告
す
る
「
署
名
欄(

sig
-

n
atu

re
b

o
x)

」
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

see,
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�15
9
,

n
.7

1
3)

。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

0
.

(

�)

た
だ
し
、
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
否
定
。
よ
り
詳
し
く
紹
介
す
る
と
、L

ath
am

控
訴
院
裁
判
官
は
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に

契
約
の
成
立
を
認
め
る
一
方
で([

2
0

0
2]

1
W

L
R

1
1

9
2
,

at
[

5
2])

、Jo
n

ath
an

P
ak

e
r

控
訴
院
裁
判
官
は
、
そ
も
そ
も
契
約
関
係
の
発

生
に
否
定
的
で
は
あ
る
が
、
か
り
に
契
約
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
そ
の
違
反
は
な
い
と
し
て
、
原
審
に
賛
成
し
て
い
る([

2
0

0
2]

1
W

L
R

1
1

9
2
,

at
[

8
8])

。
ま
た
、M

an
ce

控
訴
院
裁
判
官
は
、
本
件
事
実
関
係
に
お
い
て
、
参
加
資
格
・
薬
物
検
査
・
紛
争
解
決
の
点
に
お
い

て
契
約
関
係
の
存
在
を
認
め
て
い
る([

2
0

0
2]

1
W

L
R

1
1

9
2
,

at
[

1
1

1])

。see,
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�16
0
.

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

2
.

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

2
.

(

	)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

2
.

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
こ
の
よ
う
な
条
項
は
合
理
性
に
欠
け
無
効
で
あ
る
と
原
告
が
主
張
し
た
事
案
が

あ
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
同
様
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
も
賭
博
取
引
は
法
律
上
強
制
で
き
な
い
と
し
た
判
例
が
あ
る

(
F

ergu
son

v

L
ittlew

ood
P

ools
1

9
9

7
S

L
T

3
0

9
,

3
1

4

�

5
.)

。

(


)
C

h
itty

2
0

0
8
,

2

�16
3
.

(

�)
[

1
9

9
5]

2
L

lo
y

d
’s

R
e

p
.

5
5

9
,

5
6

4
.
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(

�)

い
わ
ゆ
る
契
約
の
熟
度
論
に
つ
い
て
の
可
能
性
で
あ
る
。
山
本
『
契
約
』
四
八
頁
参
照
。

(
�)

C
h

itty
2

0
0

8
,

at
2

�

1
6

4
.

(
�)

C
h

itty
2

0
0

8
,

at
2

�

1
6

5
.

(

�)
た
だ
し
、
判
決
そ
の
も
の
を
直
接
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
本
文
中
で
述
べ
た
判
示
事
項
は
、C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�16
5
.

に
よ
る
。

(

�)
[

1
9

8
2]

A
C

2
2

5
,

2
6

3
.

see,
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�16
5
.

事
案
と
し
て
は
、
自
動
車
の
所
有
者
か
ら
小
売
店
に
対
す
る
請
求
が
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
、
小
売
店
か
ら
製
造
業
者
に
転
嫁
さ
れ
る
べ
き
損
害
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
そ
の
他
の
主
張
も
否
定
し
て
い
る
。

(

�)

そ
の
他
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
の
体
系
書
で
は
、
冗
談
や
怒
り
に
よ
っ
て
意
思
の
表
明
が
な
さ
れ
た
場
合
に
法
律
関
係
形
成
意
思

が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

(
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�18
4
.)

。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

6
.

(

	)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�16
7
.

わ
が
国
に
お
け
る
製
造
業
者
に
よ
る
保
証
書
と
消
費
者
と
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
村
敦
志
『
基
本

民
法
Ⅱ
債
権
各
論
』(

有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
〇
五
年)

三
一
九
頁
参
照
。

(


)

そ
の
一
部
は
「
Ⅰ
」
で
述
べ
た
と
お
り
、
簡
単
に
は
わ
が
国
に
も
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�16
8
.

そ
の
例
と
し
て
、
次
に
紹
介
す
る
乗
り
物
へ
の
相
乗
り
の
他
、
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
で
の
賞
金
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る(

A
n

so
n

2
0

1
0
,

at
7

0
.)

。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

2

�16
8
.

(

)

た
だ
し
、
こ
の
種
の
事
案
に
関
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
扱
い
は
そ
の
後
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
か
か
る
部
分

は
変
更
さ
れ
て
い
な
い(

C
h

itty
2

0
0

8
,

at
2

�16
9
,

n
.

7
6

1
.)

。

(

�)
A

n
so

n
2

0
1

0
,

at
7

0
.

(

�)
[

1
9

1
9]

2
K

B
5

7
1
,

5
7

8

�9.

(

�)
H

e
d

le
y
,

su
p

ra
n

ote
3

5
,

at
3

9
2
.
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(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

9
.

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
幡
新
・
前
掲
二
〇
九
頁
に
も
紹
介
が
あ
る
。

(
�)

そ
の
他
、
親
子
間
の
合
意
に
つ
い
て
も
法
律
関
係
形
成
意
思
が
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
夫
婦
間
と
同
様
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
大
学
在
学
中
の
親
の
費
用
負
担
の
約
束
は
、
道
徳
上
の
債
務
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

(
A

n
so

n
2

0
1

0
,

at
7

1
.)

。

(

�)

さ
ら
に
、
本
稿
で
は
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
聖
職
者
同
士
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
が
欠
缺
し

て
い
る
と
の
理
由
か
ら
契
約
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る(

C
h

itty
2

0
0

8
,

at
2

�18
1
.)

。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
教
会
の
聖
職
に
任
命
す
る
行
為
に
つ
き
、
性
差
別
禁
止
の
観
点
か
ら
「
違
反
の
場
合
は
法
的
強
制
力
を
有
す
る
法
律
関
係
形
成
意
思
に

よ
る
」
雇
用
契
約
の
成
立
を
認
め
た
も
の
が
あ
る(

P
ercy

v
B

oa
rd

of
N

a
tion

a
l

M
ission

of
th

e
C

h
u

rch
of

S
cotla

n
d
[

2
0

0
6]

2
A

C
2

8
.

see,
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�18
1
.)

。
本
稿
の
目
的
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
の
議
論
に
お
け
る
法
律
上
の
争
訟
と

審
判
権
の
問
題

(

伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
』[

有
斐
閣
、
第
三
版
四
訂
版
、
二
〇
一
〇
年
﹈
一
四
三
頁
参
照)

に
有
益
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
7

5
.

(

�)

た
だ
し
、
こ
の
判
決
を
直
接
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
本
文
中
で
述
べ
た
内
容
は
、C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�17
5
.

に
よ
る
。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
7

5
.

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
7

6
.

本
稿
の
目
的
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
の
状
況
を
参
照
す
る
こ
と
に
あ
る

た
め
詳
し
い
検
討
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
は
、
停
止
条
件
が
単
に
債
務
者
の
意
思
の
み
に
か
か
る
と
き
は
、

無
効
と
さ
れ
る
わ
が
国
の
い
わ
ゆ
る
純
粋
随
意
条
件
の
議
論
に
参
考
と
な
り
得
る
可
能
性
が
あ
る

(

民
法
一
三
四
条
。
山
本
敬
三
『
民
法

講
義
Ⅰ
総
則
』[

有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
〇
五
年
﹈
二
九
七
頁
は
「
拘
束
力
の
あ
る
約
束
を
し
て
い
な
い
に
等
し
い
か
ら
」
と
し
て
い

る)

。

(

	)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�18
3
.

こ
の
こ
と
は
、
有
賀
恵
美
子
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
契
約
成
立
前
の
合
意
の
拘
束
力
」
法
論
七
七
巻
二
＝

三
号

(

二
〇
〇
四
年)

一
頁
が
簡
単
に
紹
介
し
て
い
る
。
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(

�)
[

1
9

5
3]

1
Q

B
7

6
2
,

7
6

5
.

(
�)

C
h

itty
2

0
0

8
,

at
2

�

1
8

3
.

(
�)

C
h

itty
2

0
0

8
,

at
2

�

1
8

3
.

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
8

3
.

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
8

3
.

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

1
;

A
n

so
n

2
0

1
0
,

at
7

1
.

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

1
.

(

	)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�
1

6
1
.

(


)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

1
.

(

�)
H

e
d

le
y
,

su
p

ra
n

o
te

3
5
,

at
3

9
3

�4.

(

�)
A

n
so

n
2

0
1

0
,

at
7

1
.

(

)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
8

6
.

あ
る
い
は
、
同
箇
所
で
は
法
律
関
係
形
成
意
思
は
事
実
問
題
に
帰
着
す
る
の
で
、
証
明
責
任
の
問
題
や
契

約
の
客
観
的
解
釈
の
問
題
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
判
決
の
被
告
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
で
は
「N

ip
p

on
K

oh
a

n

」
と
さ
れ
た
り
、「N

ip
p

on
K

ok
k

a
n

」
と
さ
れ
た

り
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「N

ip
p

on
K

ok
a

n

」
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
判
決
は
、
立
石
孝
夫
「
オ
ン
デ
ッ
キ
貨
物
の
損
害
に
責
任
制
限

イ
ギ
リ
ス
契
約
法
百
年
の
計
『
解
釈
則
』
を
貫
く
」
海
事

法
研
究
会
誌
一
七
八
号

(

二
〇
〇
四
年)

三
五
頁
、
四
〇
頁
注
二
二
に
九
行
程
度
で
紹
介
が
あ
る
。

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
8

8
.

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思

349

三
四
九

Ⅰ



Ⅲ

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
学
説
に
よ
る
議
論

法
律
関
係
形
成
意
思
は
不
要
？

１

序

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
説
に
お
い
て
、
論
文
の
形
で
見
解
を
表
明
し
て
い
る
も
の
の
中
で
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
を
不
要
と
す
る

も
の
が
多
い
。
な
ぜ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
説
が
法
律
関
係
形
成
意
思
を
不
要
と
主
張
す
る
の
か
。
こ
れ
に
は
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
契
約
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二
一
条
で
、

(

�)

約
束
が
法
的
に
拘
束
力
を
も
つ
旨
の
現
実
の
意
思
も
、
外
見
上
の
意
思
も
、
と
も
に
契
約
の
成
立
に
は
必
須
で
は
な
い
。
た

だ
し
、
約
束
が
法
律
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
旨
の
意
思
表
示
は
、
契
約
の
成
立
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
る
。

と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
で
は
法
律
関
係
形
成
意
思
は
契
約
成
立
の
た
め
の
要
件
と
し
て
確
立
し
て

い
る
。
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
法
で
は
特
段
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
指
導
的
な
体
系
書
・
教
科
書
で

は
な
お
法
律
関
係
形
成
意
思
を
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
維
持
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
こ
こ
に
焦
点
を
当
て

て
、
主
な
学
説
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
学
説
を
紹
介
す
る
順
序
は
、
公
表
さ
れ
た
時
系
列
で
あ
る
。

２

学
説
１

U
n

g
e

r

の
議
論

最
初
に
、J.

U
n

g
e

r

の
見
解
を
採
り
上
げ
る
。U

n
g
e

r

に
よ
れ
ば
、
有
力
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
律
関
係
形
成
意
思
が
確
立

し
た
要
件
と
し
て
の
地
位
を
得
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(

�)

そ
し
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
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B
a

lfou
r

v
B

a
lfou

r

を
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、B

a
lfou

r
v

B
a

lfou
r

で
は
、
夫
に
よ
っ
て
妻
に
対
し
て
一
方
的
に
金
銭
の
支
払
い

が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
約
因
要
件
に
よ
っ
て
契
約
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。

(

�)
ま
た
、A

tk
in

卿
に
よ
る
法
律
関
係
形
成
意
思
に
関
す
る
判
示
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
法

律
関
係
形
成
意
思
を
確
立
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
約
因
の
シ
ン
プ
ル
な
理
解
を
妨
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

結
論
と
し
て
、U

n
g
e

r

は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
要
件
よ
り
も
約
因(

co
n

sid
e

ratio
n)

の
要
件
の
方
が
優
れ
て
お
り
、
約
因

要
件
を
不
必
要
に
複
雑
化
さ
せ
る
要
件
は
不
要
で
あ
っ
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思
は
約
因
要
件
に
解
消
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。

(

�)３

学
説
２

S
im

p
s
o

n

の
議
論

A
.

W
.

B
.

S
im

p
so

n

は
、
制
定
法
で
は
な
く
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
法
を
考
察
す
る
論
稿
に
お
い
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思

に
つ
き
、
そ
の
歴
史
上
の
血
統
は
曖
昧
で
あ
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
学
説
に
よ
る
寄

与
に
つ
い
て
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
見
解
を
引
用
し
、
散
歩
に
出
た
り
、
一
緒
に
読
書
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
法
的
な
意
味
で
の
合
意
で

は
な
く
、
当
事
者
の
意
思
は
法
的
な
結
果
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

(

�)

こ
れ
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
る

影
響
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
ポ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
定
義
を
、
ア
ン
ソ
ン
が
引
き
継
ぐ
が
、
そ
の
際
に
、
法
の
観
点
よ
り
見

て
当
事
者
の
合
意
に
な
ん
ら
の
価
値
が
あ
る
か
が
審
査
さ
れ
る
こ
と
が
、
付
加
さ
れ
た
と
い
う
。

(

�)

結
論
と
し
て
、S

im
p

so
n

は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
概
念
は
曖
昧
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
①
冗
談
、
②
プ
レ
ゼ
ン
ト

の
約
束
、
③
家
庭
内
や
社
交
上
で
の
合
意
、
④
通
常
で
あ
れ
ば
真
面
目
に
と
ら
れ
な
い
契
約
成
立
前
の
発
言
、
⑤
交
渉
力
に
勝
る
当
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事
者
が
自
己
に
不
利
な
裁
判
管
轄
を
排
除
す
る
定
め
を
有
す
る
約
款
に
、
契
約
と
し
て
の
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
統
一
的
に

説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
ま
と
め
て
い
る
。

(

�)
ま
た
、S

im
p

so
n

は
、
一
九
世
紀
以
降
の
契
約
法
の
新
た
な
概
念
の
生
成
を
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
か
ら
の
剽
窃

(

と
い
う
過
激
な
表
現

を
す
る
が
わ
が
国
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
「
示
唆
」
か)

に
よ
る
も
の
と
指
摘
す
る

(

�)

点
で
も
興
味
深
い
。

確
か
に
、S

im
p

so
n

は
法
律
関
係
形
成
意
思
の
曖
昧
さ
を
批
判
し
て
は
い
る
が
、
彼
は
同
稿
を
「
厚
顔
な
無
意
味
さ
は
、
お
そ
ら

く
法
の
世
界
で
は
結
局
も
っ
て
重
要
な
の
だ
」
と
結
ん
で
お
り
、

(

�)

法
律
関
係
形
成
意
思
に
つ
き
曖
昧
性
を
理
由
と
し
て
不
要
と
は
解

し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

４

学
説
３

H
e

d
le

y

の
議
論

S
te

p
h

e
n

H
e

d
le

y

は
そ
の
議
論
を
、B

a
lfou

r
v

B
a

lfou
r

を
紹
介
す
る
こ
と
で
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

法
律
関
係
形
成
意
思
の
要
件
が
な
け
れ
ば
妻
の
訴
え
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
、

(

�)
A

tk
in

卿
が
法
律
関
係
形
成
意

思
の
一
般
理
論
を
打
ち
立
て
た
の
は
な
ぜ
か
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

(

�)
H

e
d

le
y

は
や
や
皮
肉
交
じ
り
に
「
彼
は
射
程
の
広

い
一
般
論
が
好
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、

(

�)
B

a
lfou

r
v

B
a

lfou
r

を
初
め
て
法
律
関
係
形
成
意
思
の
要

件
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。

H
e

d
le

y

の
批
判
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
①
法
律
関
係
形
成
意
思
が
あ
る
か
な
い
か
は
、「
契
約
が
履
行
さ
れ
る
べ
き

か
ど
う
か
」
と
い
う
評
価
的
な
契
機
を
含
む
と
い
う
主
張
、
②
通
常
法
律
関
係
形
成
意
思
の
も
の
で
紹
介
さ
れ
る
裁
判
例
は
、
他
の

法
概
念
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
、
③
第
三
に
、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
は
、
契
約
を
本
来
の
場
所
に
押
し
留
め
る

つ
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ま
り
、
契
約
を
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
と
ど
め
、
家
庭
の
領
域
に
踏
み
越
え
さ
せ
な
い
こ
と

と
い
う
機
能
が
あ
る
こ
と
、
④
最
後

に
、
最
近
の
法
律
関
係
形
成
意
思
を
め
ぐ
る
裁
判
例
は
こ
の
第
三
の
機
能
を
損
ね
て
お
り
、
家
庭
の
領
域
に
お
い
て
は
取
引
の
要
素

に
着
目
し
て
契
約
の
成
立
を
認
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
か
ら
、H

e
d

le
y

は
法
律
関
係
形
成
意
思
を
不
要
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。

５

法
律
関
係
形
成
意
思
は
約
因
に
解
消
可
能
か
？

そ
れ
で
は
、U

n
g
e

r

や

H
e

d
le

y

の
主
張
す
る
通
り
、
法
律
関
係
形
成
意
思
は
約
因
の
理
論
に
解
消
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ

が
国
は
約
因
の
理
論
を
有
し
な
い
た
め
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
ま
ず
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
〇
〇
一
年
の
も
の
な
の
で
、
や
や
最
新
で
は
な
い
が
、C

h
e

sh
ire

,
F

ifo
o

t
an

d
F

u
rm

sto
n
’s

L
aw

o
f

C
o

n
tract

で
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
と
Ｂ
が
一
緒
に
ラ
ン
チ
に
行
っ
た
と
す
る
。
ド
リ
ン
ク
と
食
べ
物
を
オ
ー
ダ
ー
し
、
食
事
を

し
た
。
ド
リ
ン
ク
の
支
払
い
を
Ａ
が
し
、
食
べ
物
の
支
払
い
を
Ｂ
が
す
る
と
い
う
約
束
を
し
た
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
、
約
因
の
要

件
を
み
た
す
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
の
Ａ
と
Ｂ
の
約
束
を
「
契
約
」
と
い
う
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う

と
。

(

�)

６

現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
体
系
書
・
教
科
書

保
証
と
表
明
の
区
別：

契
約
の
内
容

で
は
、
最
新
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
の
体
系
書
・
教
科
書
で
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
状
況
や
前
掲
の
学
説
の
激
し
い
度
重
な
る
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
の
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権
威
あ
る
体
系
書
・
教
科
書
は
「
法
律
関
係
形
成
意
思
」
を
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
掲
げ
続
け
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
、
な
ぜ
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

A
n

so
n
’s

L
aw

o
f

C
o

n
tracts

は
、
三
つ
の
理
由
を
掲
げ
て
い
る
。

(

�)

第
一
の
理
由
は
、
企
業
間
取
引
に
お
い
て
も
、
法
律
関
係
を

ど
う
す
る
の
か
は
明
示
的
に
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
確
か
に
家
族
間
の
合
意
等
の
場
合
は
法
律
関
係
形

成
意
思
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
他
方
で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
定
で
あ
っ
て
反
証
が
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三

の
理
由
は
、「
保
証(

w
arran

ty)

」
は
契
約
内
容
と
な
る
が
、
単
な
る
「
表
明(

re
p

re
se

n
tatio

n)

」
は
、
契
約
内
容
と
な
ら
な
い
。

保
証
と
表
明
を
区
別
す
る
の
は
、
ま
さ
に
当
事
者
の
法
律
関
係
形
成
意
思
の
有
無
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、A

n
so

n
’s

L
aw

o
f

C
o

n
tract

は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
の
成
立
要
件
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い

る
。

(

�)

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
最
も
権
威
を
有
す
る

C
h

itty
2

0
0

8

で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
一
般
に
法
律
関
係

・
・
・
・

形
成
意
思
が
契
約
の
内
容
を
決
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、

(

�)

以
上
の
通
り
な
お
法
律
関
係
形
成
意
思
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
け
る

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

指
導
的
体
系
書
・
教
科
書
で
、
重
要
な
要
件
と
し
て
維
持
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)

訳
は
、
松
本
恒
雄
「
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
試
訳

(

一)

」
民
商
九
四
巻
四
号

(

一
九
八
六
年)

一
一
一
頁
、
一
一

七
頁
を
参
照
し
た
。

(

�)
U

n
g

e
r

‘In
te

n
t

to
C

re
ate

L
e

g
al

R
e

latio
n

s,
M

u
tu

ality
an

d
C

o
n

sid
e

ratio
n
’(

1
9

5
6)

1
0

M
L

R
9

6
,

9
8
.

(

�)
ib

id
.

(

�)
ib

id
.,

at
9

9
.
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(

�)
ib

id
.,

at
1

0
0
.

(
�)

S
im

p
so

n
‘In

n
o

v
atio

n
in

N
in

e
te

e
n

th
C

e
n

tu
ry

C
o

n
tract

L
aw

’(
1

9
7

5)
9

1
L

Q
R

2
4

7
,

at
2

6
4

�5.

(
�)

ib
id

.

(

�)
ib

id
.,

at
2

6
5
.

(

�)
ib

id
.,

at
2

6
5
.

(

�)
ib

id
.,

at
2

7
7
.

(

�)
ib

id
.,

at
2

7
8
.

(

	)
H

e
d

le
y

‘K
e

e
p

in
g

C
o

n
tract

in
its

P
lace

-B
a

lrou
r

v
B

a
lfou

r
an

d
th

e
E

n
fo

rce
ab

ility
o

f
In

fo
rm

al
A

g
re

e
m

e
n

ts’(
1

9
8

5)
5

O
JL

S

3
9

1
,

at
3

9
2
.

(


)
ib

id
.

(

�)
ib

id
.

(

�)
ib

id
.,

at
3

9
3
.

(

)
C

h
e

sh
ire

,
F

ifo
o

t
an

d
F

u
rm

sto
n
’s

L
aw

o
f

C
o

n
tract,

1
4

th
e

d
.,

2
0

0
1
,

at
1

2
2
.

(

�)
A

n
so

n
2

0
1

0
,

at
7

1

�73
.

(

�)
A

n
so

n
2

0
1

0
,

at
7

3
;

C
h

itty
2

0
0

8
,

at
2

�

1
6

6
.

(

�)
A

n
so

n
2

0
1

0
,

at
7

2
.

(

�)
C

h
itty

2
0

0
8
,

at
2

�

1
6

6
.
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Ⅳ

お

わ

り

に

１

総
括

以
上
、
本
稿
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
を
め
ぐ
る
判
例
と
学
説
の
議
論
を
紹
介
し
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
①
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
で
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
を
、

有
力
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず

契
約
の
成
立
要
件

と
し
て
維
持
し
続
け
て
い
る
、
②
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
に
お
い
て
、
契
約
と
好
意
的
約
束
を
区
別
す
る
の
は
、
法
律
関
係
形
成
意

思
の
有
無
で
あ
る
、
③
わ
が
国
で
は
心
裡
留
保
・
純
粋
随
意
条
件
・
民
法
七
五
四
条
等
で
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
契
約
法
で
は
法
律
関
係
形
成
意
思
の
観
点
か
ら
統
一
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
、
④
法
律
関
係
形
成
意
思
は
主
観
的
な
要
件
で
は

あ
る
が
、
客
観
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
、
⑤
英
米
法
で
重
要
と
さ
れ
る
保
証
と
表
明
の
区
別
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
法
律
関
係
形
成

意
思
の
有
無
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
、
⑥
あ
る
条
項
が
契
約
内
容
と
な
る
か
ど
う
か
も
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
有
無
に
よ
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
よ
り
、
以
下
の
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

２

契
約
と
好
意
的
約
束
の
区
別
に
関
す
る
主
観
説
と
客
観
説
の
対
立

わ
が
国
で
は
、

(

�)

契
約
と
好
意
的
約
束
の
区
別
に
つ
い
て
、
主
観
説
で
は
な
く
国
家
が
契
約
と
し
て
保
護
を
与
え
る
の
に
適
切
か
に

よ
る
と
す
る
客
観
説
が
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

(

�)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
参
照
す
る
と
、
契
約
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
法
律

関
係
形
成
意
思
を
要
件
と
し
つ
つ
、
客
観
的
に
こ
れ
を
解
釈
す
る
と
い
う
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
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契
約
と
好
意
的
約
束
の
区
別
に
つ
き
、
主
観
説
に
対
し
て
は
、
当
事
者
自
身
、
約
束
に
国
家
に
よ
る
承
認
と
強
制
を
意
識
し
な
い

ま
ま
約
束
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
く
、
国
家
が
承
認
し
強
制
す
る
か
ど
う
か
を
ど
う
し
て
当
事
者
の
意
思
の
み
で
決
め
ら
れ
る

の
か
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
こ
と
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
契
約
法
の
状
況
を
参
照
す
る
と
、
契
約
と
好
意
的

約
束
の
区
別
を
当
事
者
の
主
観
的
な
意
思
に
よ
り
つ
つ
、
こ
れ
を
客
観
的
に
認
定
す
る
と
い
う
方
法
も
選
択
肢
と
し
て
考
慮
に
値
す

る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
論
を
採
用
す
る
こ
と
の
利
点
と
し
て
、

契
約
の
拘
束
力
の
根
拠
に
つ
い
て
は

周
知
の
通
り
諸
説
あ
る
も
の
の

(

�)

契
約
の
法
的
拘
束
力
を
あ
く
ま
で
当
事
者
の
意
思
に
求
め
る
こ
と
を
維
持
し
つ
つ
、
こ
れ
を
客

・
・

観
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
に
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
価
値
判
断
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
す
る
と
、
法
律
関
係
形
成
意
思
の
意
義
が
希
釈
化
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
で
は
、
法
律
関
係
形
成
意

思
は
わ
が
国
に
お
い
て
は
な
ん
ら
意
義
を
有
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

３

表
明
保
証
条
項
に
お
け
る
「
表
明
」
と
「
保
証
」
の
区
別

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
よ
っ
て
、
最
近
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
「
表
明
」
と
「
保
証
」
を
区
別
し
、
も
っ

て
契
約
内
容
を
決
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
た
い
。
表
明
保
証
に
つ
き
、
東
京
地
判
平
成
一
八
年
一
月
一
七
日
判
時
一
九
二
〇
号
一
三
六

頁
は
、
表
明
保
証
さ
れ
た
事
項
に
つ
き
、
原
告
に
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
「
公
平
の
見
地
に
照
ら
し
」
悪
意
と
同
視
し
て
表
明
保

証
責
任
を
免
れ
る
余
地
が
あ
る
と
し
、
原
告
の
主
観
的
事
情
を
問
題
と
し
た
。
こ
れ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
表
明
保
証
条
項
に
つ
き
、

当
事
者
が
ど
の
程
度
法
律
関
係
を
形
成
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
の
か
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

東
京
地
判
平
成
一
八
年
一
月
一
七
日
の
判
断
枠
組
み
を
法
律
関
係
形
成
意
思
の
観
点
か
ら
再
構
成
す
る
と
、
表
明
保
証
さ
れ
た
事
項
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に
つ
き
原
告
が
悪
意
あ
る
い
は
重
過
失
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
項
に
つ
い
て
当
事
者
は
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
意
思
が
な
く
、

そ
の
結
果
表
明
保
証
責
任
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)
こ
の
よ
う
に
、
法
律
関
係
形
成
意
思
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
表
明
保
証
条
項
を
説
明
す
る
に
つ
い
て
も
有
益
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

重
ね
て
強
調
す
る
と
、
法
律
関
係
形
成
意
思
は
契
約
の
成
立
時
期
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
契
約
条
項
と
そ
れ
以
外
を
区
別
す
る
も

の
と
し
て
有
効
と
考
え
ら
れ
、
効
果
意
思

(

�)

と
区
別
さ
れ
る
概
念
と
し
て
、
法
律
関
係
形
成
意
思
に
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
律
関
係
形
成
意
思
に
か
か
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
判
例
法

さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
を
め
ぐ
る
判
例
を
検
討
す
る
と
、
わ
が
国
で
は
様
々
な
局
面
で
扱
わ
れ

る
問
題
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
様
々
な
法
制
度

(

心
裡
留
保
・
純
粋
随
意
条
件

・
夫
婦
間
の
契
約
の
撤
回
に
か
か
る
民
法
七
五
四
条
な
ど)

を
法
律
関
係
形
成
意
思
の
観
点
か
ら
統
一
的
に
説
明
す
る
可
能
性
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
、

(

�)

有
益
で
あ
る
と
思
料
す
る
。

(
�)

本
稿
で
検
討
を
試
み
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
関
係
形
成
意
思
を
め
ぐ
る
法
状
況
は
、
わ
が
国
の
契
約
を
め
ぐ
る
問
題
に

一
定
の
参
考
と
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(

�)

な
お
、
民
法

(

債
権
法)

改
正
検
討
委
員
会
は
次
の
よ
う
な
条
項
を
提
案
し
て
い
る
が

(

民
法

[

債
権
法]

改
正
検
討
委
員
会
編

『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
﹇
商
事
法
務
﹈
一
二
六
号
﹇
二
〇
〇
九
年
﹈
九
四
頁)

、
こ
の
条
項
が
法
律
関
係
形
成
意
思

と
な
ん
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

�

3
.1

.1
.0

7

】(

契
約
を
成
立
さ
せ
る
合
意)
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�１
〉
契
約
は
、
当
事
者
の
意
思
お
よ
び
そ
の
契
約
の
性
質
に
照
ら
し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
成
立
す
る
。

�２
〉
前
項
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
、
契
約
を
成
立
さ
せ
る
合
意
が
別
途
必
要
と
さ
れ
る
場
合
、
契
約
は

そ
の
合
意
が
さ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
。

(

�)

山
本
『
契
約
』
一
六
―
一
七
頁
。

(

�)

山
本
『
契
約
』
一
七
頁
。
山
本
教
授
は
、
当
事
者
の
し
た
約
束
を
国
家
が
「
契
約
」
と
し
て
承
認
し
強
制
す
る
こ
と
も
、
私
的
自
治

か
ら
み
れ
ば
国
家
に
よ
る
介
入
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

内
田
貴
『
契
約
の
再
生
』(

弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年)

七
一
頁
以
下
参
照
。

(

�)

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
東
京
地
判
平
成
一
八
年
一
月
一
七
日
を
捉
え
直
す
と
し
て
も
、
当
事
者
が
表
明
保
証
条
項
に
つ
い
て
法
律

関
係
形
成
意
思
を
有
し
て
い
な
い
場
合
と
は
い
か
な
る
場
合
か
が
次
に
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
は
本
稿
の
課
題
を
超
え
る
も
の
で
あ
り

残
さ
れ
た
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
結
局
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
は
表
明
保
証
条
項
を
損
害
担
保
契
約
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
表
明

保
証
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
は
契
約
解
釈
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
委
ね
、
表
明
保
証
違
反
の
効
果
な
い
し
責
任
内
容
に
つ
い
て
は
損
害
賠
償

ほ
か
の
一
般
ル
ー
ル
に
委
ね
る
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
」
と
の
見
解

(

潮
見2

0
1

0

・
二
五
頁)

を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

本
文
中
で
述
べ
た
枠
組
み
は
、
契
約
と
好
意
的
約
束
の
区
別
に
関
す
る
客
観
説
か
ら
は
直
接
出
て
こ
な
い
結
論
で
あ
っ
て
、
こ
の
観
点
か

ら
捉
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
思
料
す
る
。

(

�)

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
契
約
に
よ
っ
て
発
生
す
る
債
務
に
は
い
わ
ゆ
る
自
然
債
務
だ
け
で
な
く
、
不
訴
求
特
約
・
不
執
行
特
約
が
あ

る
場
合
も
含
ま
れ
て
お
り
、
契
約
と
好
意
的
約
束
の
区
別
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
関
係
形
成
意
思
は
効
果
意
思
の
概

念
と
一
致
す
る
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、
効
果
意
思
と
区
別
さ
れ
た
・
契
約
条
項
を
画
す
概
念
と
し
て
法
律
関
係
形
成
意
思
を
理
解

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
他
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
法
律
関
係
形
成
意
思
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
わ
が
国
の
基
本
協
議
書
等
に
み
ら
れ
る
誠

実
協
議
義
務
に
よ
っ
て
も

(

池
田
真
朗
編
著
『
民
法

V
isu

al
M

ate
rials

』[

有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
﹈
八
三
頁)

、「
誠
実
な
交
渉
」
と
の
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文
言
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
の
成
立
を
妨
げ
な
い
場
合
も
あ
り
、
履
行
利
益
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、

次
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
山
本
『
契
約
』
八
三
頁
参
照
。

(
�)
た
だ
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
約
因(

co
n

sid
e

ratio
n)

を
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
い
る
点
が
わ
が
国
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ

の
差
異
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
法
律
関
係
形
成
意
思
の
分

析
か
ら
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
検
討
を
要
す
る
状
況
に
直
面
す
る
と
は
思
料
し
な
い
。
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Intention to Create Legal Relations in English Law

Kunihiro ONISHI

In Japanese law, conventional thinking of formatting a contract is that an

agreement should be reached by offer and acceptance. An offer is an intima-

tion of a willingness to enter into a legally binding contract and an acceptance

of an offer is the expression of assent to the terms of the offer. An accep-

tance also contains a willingness to enter into a legally binding contract.

In this regard, an offer and acceptance must contain a legally binding will-

ingness (KOUKAISHI), but some obligations do not have all legal effects (cf.

obligation naturelle). At the same time, it is very controversial in the way

we understand ‘representation and warranty’ in Japanese law.

On the other hand, English law essentially requires an ‘intention to create

legal relations’. A mere statement of an intention made in the course of con-

versation will not constitute a binding contract. Similarly, an agreement will

not constitute a binding contract unless it is one that can reasonably be re-

garded as having been made in contemplation of legal consequences. This

paper considers : first, how an intention to create legal relation relates to (1)
formation of a contract, (2) long term transactions, (3) vague agreements,

(4) social engagements in which there was no intention to enter into binding

contract ; second, how an intention to create a legal relation is about a fact ;

third, how the test of an intention to create a legal relation is objective ;

fourth, how it has been clearly established that the distinction between a

‘warranty’, which is a term of a contract, and a mere ‘representation’ depends

on whether the parties intended the statement to have contractual effect.

It can be concluded that an intention to create a legal relation relates not

only to the formation of contracts but also to vague agreements, social en-

gagements and other similar situations. The dispute about the intention to

create a legal relation in English law is thought-provoking and worthy of
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further discussion.
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