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の
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⑤
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会
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的
態
度
と
事
実
的
契
約
関
係

⑥
契
約
の
内
容

⇔

考

察

①
意
思
表
示
理
論
に
つ
い
て
（
以
上
本
号
）

②
錯
誤
論

l

と
く
に
動
機
錯
誤
の
取
扱
い
に
つ
い
て
—
ー

⑧
事
実
的
契
約
関
係
の
理
論

④
法
律
行
為
の
解
釈
に
つ
い
て

総

括

W
o
l
f
の
法
律
行
為
論
（
紹
介
）

③
解
釈
④
意
思
の
瑕
疵
の
意
義

第
二
章
に
お
い
て

Wolf
は
法
律
行
為
に
か
ん
す
る
基
礎
理
論
と
共
に
、

B
G
B

の
法
律
行
為
お
よ
び
意
思
表
示
に
か
ん
す
る
個
々
の
規
定
の
解
釈

論
を
も
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
‘
―
二

0
頁
に
も
及
ぶ
本
章
の
全
体
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
必
ず
し
も
そ
の
必
要
も
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
重
点
的
に

Wolf
の
見
解
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
な
お
、
参
考
の
た
め
に
述
べ
れ
ば
、
＿
本
章
は
次
の
十
四
節
に
分

⑮
行
為
能
力

⑥
契
約
、
概
念
と
機
能

⑦
契
約
締
結

六
八
（
五

0
四）

⑧
社



(1) 
会
類
型
的
態
度
と
事
実
的
契
約

お
よ
び
期
限

⇔ 

⑩
契
約
の
内
容

皿
法
律
行
為
の
形
式

法
律
行
為
の
概
念
と
機
能

(Athena.um'Zivilrecht
I
,
 
S
.
 
6
2
£
£
.
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私
的
自
治
的
活
動
の
承
認
は
、
法
秩
序
が
そ
の
範
囲
で
あ
ら
ゆ
る
規
制
を
さ
し
ひ
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
法
は
、
私
的
自
治
的
行
為
の
内
容
に
か
ん
す
る
限
界
の
み
な
ら
ず
、
私
的
自
治
の
行
使
の
た
め
の
手
段
と
方
法
と
に
つ
い
て
も

規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
法
秩
序
に
よ
る
規
制
は
、
内
容
上
の
制
限
と
か
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
ま
で
通
ず
る

も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
個
々
の
内
容
を
考
慮
し
な
い
形
式
的
な
秩
序
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
行
為
と
は
、
法
主
体
が
そ

の
希
望
せ
る
法
律
効
果
を
惹
起
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
利
用
す
べ
く
法
秩
序
が
用
意
し
た
制
度
で
あ
る
。

法
律
行
為
の
効
果
の
本
来
的
な
発
生
根
拠
が
法
律
行
為
な
の
か
法
秩
序
な
の
か
と
い
う
問
題
設
定
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
、

F
l
u
m
e
の

指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
思
と
法
秩
序
の
双
方
が
そ
の
発
生
根
拠
で
あ
る
。

B
G
B
な
ら
び
に
二
十
世
紀
初
め
の
法
律
学
は
、
法
律
行
為
を
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
み
て
、

抽
象
化
さ
れ
て
あ
ら
ゆ
る
事
情
と
法
的
関
係
に
一
様
に
適
用
し
う
る
と
考
え
て
い
た
。

的
・
経
済
的
な
不
均
衡
と
そ
れ
の
及
ぼ
す
影
響
に
対
し
て
目
を
蔽
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
の
法
の
発
展
に
よ
っ
て
弱
者
の
保
護
が
行
わ

れ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
現
代
の
大
量
取
引
の
要
請
は
顧
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
個
別
的
な
取
引
に
合
わ
せ
た
民
法
典
の
規
定
は
、

大
量
取
引
と
り
わ
け
約
款
や
社
会
類
型
的
態
度
な
ど
の
法
形
態
の
取
扱
い
に
際
し
て
、
修
正
を
必
要
と
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
補
充
、
修
正
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
典
の
規
定
は
、
以
前
と
同
様
に
現
代
の
法
律
行
為
論
の

基
礎
で
あ
り
出
発
点
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
叙
述
と
認
識
が
な
け
れ
ば
、
大
量
取
引
と
い
う
現
代
的
な
問
題
の
正
し
い
評
価
と
取
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行
為
論
序
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示
の
意
味
を
探
求
す
る
の
が
解
釈
の
任
務
で
あ
る
。

ー (3) 
示
主
義
に
よ
れ
ば
、

第
二
四
巻
第
四
号

J

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

意
思
は
表
示
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
。

表
示
は

W
i
l
l
e
n
s、

法
律
行
為
の
主
要
な
構
成
部
分
た
る
意
思
表
示
は
意
思
と
表
示
の
二
要
素
か
ら
成
り
立
つ
。
意
思
は
私
的
自
治
的
決
定
の
直
接
的
な
表

現
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
意
思
は
外
部
に
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
表
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
表
示
は

個
々
の
法
主
体
に
と
っ
て
は
、
私
的
自
治
的
意
思
を
法
的
に
妥
当
せ
し
め
る
た
め
の
手
段
と
な
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
表
示
の
必
要
性

に
よ
っ
て
法
取
引
の
利
益
も
ま
た
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
内
心
に
留
ま
る
意
思
は
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
は
で

き
ず
、
そ
の
た
め
に
は
外
部
か
ら
認
識
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

表
示
の
意
義
は
様
々
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
意
思
主
義
に
よ
れ
ば
、
表
示
は
内
心
の
意
思
の
表
白
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
表

vollzug
で
あ
る
。

表
示
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
信
頼
の
構
成
要
件

(Vertrauenstatbestand)
が
法
律
効
果
の
本
来
的
根
拠
で

あ
る
。

G
e
l
t
u
n
g
s
t
h
e
o
r
i
e
は
意
思
と
表
示
の
一
体
性
を
強
調
し
、

こ
の
学
説
は
法
律
効
果
の
発
生
に
お
け
る
意
思
と
表
示
の
関
係
に
つ
い
て
理
論
的
に
新
た
な
理
解
を
可
能
に
す
る
が
、

W
i
l
l
e
n
s
m
a
n
g
e
l
の
理
論
と
信
頼
の
保
護
に
つ
い
て
は
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。

F
l
u
m
e
が
正
し
く
指
摘
す
る
と
お
り
、

G
e
l
t
u
n
g
s
t
h
e
o
r
i
c
は
表
示
主
義
と
等
置
せ
ら
れ
る
。

解
釈

(s.
8
0
f
f
.
)
 

解
釈
の
任
務
と
目
標

表
示
は
表
意
者
が
欲
し
て
い
た
と
お
り
に
相
手
方
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
当
事
者
が
一
致
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
表

意
思
表
示

(s.
6
6
£
f
.
)
 

扱
い
も
不
可
能
で
あ
る
。
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る。

⇔ 

頼
に
お
い
て
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
、

契
約
に
つ
い
て
§
1
5
7
 
B
G
B
は、

契
約
は
取
引
慣
行
を
顧
慮
し
信
義
則

内
心
の
意
思
だ
け
を
探
求
す
る
こ
と

理
解
が
一
致
し
て
い
れ
ば
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
表
示
は
効
力
を
有
し
、

表
示
の
客
親
的
意
味
は
問
題
に
な
ら
な
い

(falsa 
d
e
m
o
n
-

裁
判
官
に
よ
る
解
釈
は
、
当
事
者
が
お
互
い
に
異
な
っ
た
理
解
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
必
要
た
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の

丹
atio)
。
当
事
者
が
一
致
し
て
予
解
し
て
い
た
か
否
か
は
事
実
の
証
明
の
問
題
で
あ
っ
て
、
解
釈
の
任
務
で
は
な
い
。

§
 13
3
 
B
G
B
に
よ
れ
ば
、
解
釈
に
お
い
て
は
現
実
の
意
思
が
探
究
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

は
相
手
方
の
利
益
を
考
慮
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
安
定
を
避
け
る
た
め
に
は
、
た
ん
に
現
実
の
意
思
だ
け

で
は
な
く
、
相
手
方
が
表
示
を
い
か
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
も
目
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
手
方
は
そ
の
信

に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
旨
を
定
め
る
。
意
思
の
経
験
的
探
究
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
方
が
表
示
な
ら
び
に
そ
れ
に
附
随
す
る
事
情
に

基
づ
い
て
ど
の
程
度
表
示
の
意
味
を
信
頼
で
き
る
の
か
と
い
う
規
範
的
評
価

(normative
B
e
w
e
r
t
u
n
g
)
も
裁
判
官
の
任
務
で
あ
る
。

信
頼
保
護
の
思
想
は
私
法
に
お
い
て
し
だ
い
に
そ
の
意
義
を
増
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
学
的
、
体
系
的
位
置
づ
け
は
争
わ
れ
て
い

一
説
に
よ
れ
ば
、
法
律
行
為
論
の
外
に
、
結
果
に
お
い
て
そ
れ
と
同
じ
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
独
立
の
信
頼
責
任
が
認

め
ら
れ
る

(Canaris)
。
他
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
信
頼
の
保
護
は
私
的
自
治
と
並
ん
で
法
律
行
為
論
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
状
態
を
あ
て
に
し
た
こ
と
に
よ
り
蒙
る
不
利
益
が
防
止
せ
ら
れ
る
。

蒙
っ
た
損
害
の
賠
償
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
か
、
信
頼
さ
れ
た
法
律
効
果
が
生
ず
る
か
の
い
ず
れ
か
の
形
に
よ
っ
て
、
信
頼
の
保
護
は

実
現
せ
ら
れ
る
。
も
し
法
律
行
為
上
の
効
果
が
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
信
頼
の
保
護
は
法
律
行
為
論
の
構
成
部
分
と
な
り
、
法
律
行
為
に

か
ん
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
頼
の
対
象
は
法
律
行
為
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
信
頼
す
る
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
、

相
手
方
の
態
度
は
私
的
自
治
的
意
思
表
示
と
し
て
．
現
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
、
妥
当
根
拠
と
し
て
の
私
的
自
治
は
信
頼

私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説
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皿
価
を
支
払
っ
て
運
送
さ
れ
よ
う
と
い
う
意
思
を
意
味
す
る
が
、

に
解
釈
せ
ら
れ
る
。

取
引
慣
行
が
一
定
の
領
域
の
み
を
支
配
し
、
表
意
者
が
そ
こ
に
属
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
相
手
方
が
そ
の
こ
と
を
知
り
う
べ
き
で
あ

っ
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
ト
リ
ア
市
の
プ
ド
ウ
競
売
の
例
に
お
い
て
、
手
招
き
す
る
者
が
プ
ド
ウ
商
人
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

れ
ば
、
競
売
人
は
商
人
間
で
は
普
通
で
あ
る
取
引
慣
行
が
こ
の
者
に
も
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
直
ち
に
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

特
別
の
意
思
表
示
の
解
釈

手
形
の
よ
う
な
流
通
証
券
や
懸
賞
広
告
の
よ
う
な
不
特
定
の
相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、

め
に
、
す
べ
て
の
人
に
認
識
可
能
な
事
情
だ
け
が
顧
慮
さ
れ
る
。
同
じ
原
則
は
普
通
契
約
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
企
業
は

解
釈
は
取
引
の
慣
行
を
顧
慮
し
て
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
の
合
図
は
無
償
で
同
乗
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
味

一
般
的
な
取
引
観
念
に
よ
れ
ば
、
ク
ク
シ
ー
を
呼
び
止
め
る
こ
と
は
、
対

ら
れ
う
る
よ
う
な
事
情
も
補
充
的
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

II 

の
保
護
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
表
意
者
か
ら
す
れ
ば
、
法
律
行
為
の
効
力
は
、
自
己
決
定
で
は
な
く
外
部
に

現
わ
れ
た
自
己
の
態
度
に
対
す
る
責
任
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

解
釈
の
方
法
と
手
段

解
釈
に
際
し
て
は
、
表
示
が
な
さ
れ
た
全
体
的
事
情
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
形
式
を
要
す
る
意
思
表
示
に
つ
い

て
、
証
書
外
の
事
情
を
ど
の
程
度
顧
慮
す
べ
き
か
は
問
題
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
こ
こ
で
も
証
書
の
文
言
以
外
の
す
べ
て
の
事
情
が
顧

慮
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
手
形
や
所
持
人
式
の
債
務
証
書
、
抵
当
証
券
の
よ
う
に
流
通
性
を
有
す
る
証
書
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
文

言

(Wortlaut)
が
客
観
的
な
一
般
に
妥
当
す
る
意
味
に
お
い
て
解
釈
の
決
め
手
に
な
る
。
し
か
し
、
関
与
者
の
す
べ
て
に
一
般
的
に
知

関
法

第
二
四
巻
第
四
号

一
様
の
解
釈
を
保
障
す
る
た
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る
か
も
確
定
せ
ら
れ
る
。

⇔ 

錯
誤
は
意
思
と
表
示
の
相
違

(
D
i
v
e
r
g
e
n
z
)
に
よ
っ
て
特
長
づ
け
ら
れ
る
の
で
、

探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
解
釈
の
任
務
で
あ
る
。
解
釈
の
結
果
、
実
際
の
意
思
と
相
違
す
る
表
示
の
内
容
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
錯
誤
が
存
在
す
る
。
解
釈
の
助
け
に
よ
っ
て
、
錯
誤
が
存
在
す
る
か
否
か
だ
け
で
は
な
く
、
だ
れ
が
錯
誤
者
で
あ

B
G
B
は
内
容
の
錯
誤
と
表
示
上
の
錯
誤
と
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
意
思
主
義
に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
、
表
意
者
は
そ
の
表
示
を
取
消
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

B
G
B
の
規
定
は
、

拘
束
さ
れ
る
と
い
う
表
示
主
義
と
一
致
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
意
思
主
義
と
は
反
対
に
、

た
こ
と
に
よ
り
蒙
っ
た
損
害
を
賠
償
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
方
と
法
取
引
の
信
頼
を
保
護
し
て
い
る
が
、
表
示
主
義
の
よ
う
に

表
示
が
有
効
で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
は
履
行
利
益
の
賠
償
を
請
求
し
え
な
い
の
で
あ
る
か

私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説
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錯

誤

（
本
節
で
は
、
§

116 
B
G
B
以
下
の
規
定
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
、
錯
誤
に
か
ん
す
る
部
分
を
紹
介
す
る
）

別
の
事
情
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぃ
意
思
の
瑕
疵
の
意
義

(s.
9
1
f
f
.
)
 

約
款
の
統
一
的
な
解
釈
・
適
用
に
つ
い
て
利
益
を
有
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

七
―
―
-
（
五

0
九）

B
G
B
は
相
手
方
が
表
示
の
有
効
性
を
信
頼
し

表
意
者
は
表
示
の
客
観
的
意
味
に ま

表
意
者
の
現
実
の
意
思
と
並
ん
で
表
示
の
意
味
が

こ
の
利
益
は
、
そ
の
内
容
が
全
体
的
な
法
取
引
（
巴
lge,

m
e
i
n
e
r
 R
e
c
h
t
s
v
e
r
k
e
h
r
)

の
た
め
に
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て
一
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
流
通
証
券
の
場
合
の
よ
う
に
法
律
に
よ
っ
・

て
承
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
約
款
の
内
容
か
ら
離
れ
る
の
は
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
個
々
の
客
だ
け
に
知
ら
れ
て
い
た
特
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四
巻
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ら
、
表
示
が
有
効
で
あ
っ
た
と
同
じ
状
態
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
い
。

定
の
取
消
原
因
だ
け
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
だ
れ
が
表
示
の
有
効
ま
た
は
無
効
の
結
果
を
負
担
す
べ
き
か
と
い
う
危
険
を
表
意
者
と
相

動
機
は
効
果
意
思
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
効
果
意
思
の
形
成
原
因
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
効
果
意
思
に
先
行
す
る
思
慮
(
U
b
e
r
l
e
g
u
n
g
)

は
、
原
則
と
し
て
表
意
者
の
危
険
領
域
に
入
り
、
こ
れ
を
相
手
方
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
な
ぜ
贈
り
物
を
買
い

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
は
買
主
の
問
題
で
あ
っ
て
、
売
主
に
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
相
手
方
が
動
機
を
知
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
表
意
者
の
動
機
づ
け
の
正
し
さ
に
つ
い
て
の
責
任
を
相
手
方
に
負
担
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

顧
慮
さ
れ
な
い
動
機
錯
誤
の
重
要
な
例
は
計
算
の
錯
誤

(
K
a
l
k
u
l
a
t
i
o
n
s
i
r
r
t
u
m
)

で
あ
る
。

あ
る
。
し
か
し
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
計
算
が
契
約
商
議

(
V
e
r
t
r
a
g
s
v
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
)

の
対
象
と
さ
れ
た
と
き
は
別
で
あ
る
。

遺
言
の
取
消
(
§
§
2
0
7
8
,
 
9
)

の
よ
う
に
相
手
方
の
利
益
が
顧
慮
に
価
し
な
い
場
合
や
、

た
と
き
の
よ
う
に
、
相
手
方
が
動
機
の
正
し
さ
の
危
険
を
負
担
す
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
右
の
例
外
が
妥
当
す
る
。

し
、
そ
の
た
め
に
は
、
相
手
方
の
た
ん
な
る
認
識
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
契
約
を
動
機
の
実
現
に
従
属
せ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て
相
手
方

が
了
解
の
表
示
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詐
欺
の
よ
う
に
誤
っ
た
動
機
づ
け
を
相
手
方
自
身
が
惹
起
せ
し
め
た
と
き
も
同
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
例
外
は
、
動
機
錯
誤
は
顧
慮
さ
れ
ず
法
律
行
為
の
有
効
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と

行
為
基
礎

(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
g
r
u
n
d
l
a
g
e
)

に
ま
で
高
め
ら
れ
る
と
き
に
も
動
機
は
顧
慮
さ
れ
る
。

あ
る
。
条
件
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
共
通
動
機
錯
誤
、

い
う
原
則
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。

手
方
ま
た
は
他
の
者
と
に
分
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

関
法

ヽ

し
カ

そ
れ
は
主
観
的
な
行
為
基
礎
の
場
合
で

し
た
が
っ
て
主
観
的
行
為
基
礎
の
欠
鋏
は
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

動
機
が
法
律
行
為
の
条
件
に
ま
で
高
め
ら
れ

正
し
い
代
金
の
計
算
は
売
主
の
任
務
で

J

の
よ
う
な
限
定
的
な
信
頼
の
保
護
に
か
ん
が
み
、

B
G
B
は

七
四
（
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あ
る
。

(=:) 

な
前
提
つ
r
o
r
a
u
s
s
e
t
z
u
n
g
)

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

当
事

と
の
見
解
も
主
張
さ
れ
る
が
、
条
件
の
合
意
は
当
事
者
の
利
益
状
態
に
対
し
て
必
ず
し
も
充
分
に
適
合
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
条
件

は
将
来
の
不
確
定
な
結
果
に
む
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
当
事
者
の
誤
れ
る
観
念
は
し
ば
し
ば
現
在
の
事
情
の
存
在
に
む

け
ら
れ
る
。
ま
た
、
条
件
の
合
意
は
契
約
そ
の
も
の
を
無
効
に
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
上
の
拘
束
そ
の
も
の
は
維
持
し
つ
つ
、

個
々
の
関
係
に
つ
い
て
だ
け
契
約
を
真
実
の
事
情
に
適
合
さ
せ
て
い
く
ほ
う
が
当
事
者
の
利
益
状
態
に
適
合
す
る
。

主
観
的
行
為
基
礎
の
欠
鉄
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
な
共
通
動
機
錯
誤
の
顧
慮
は
、
当
事
者
双
方
が
契
約
全
体
ま
た
は
個
々
の
規
制
を
共

通
の
基
礎
の
う
え
に
置
く
と
と
も
に
、
こ
の
基
礎
に
対
す
る
契
約
の
従
属
性

(
A
b
h
!
i
n
g
i
g
k
e
i
t
)

を
承
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
正
当
化

．
せ
ら
れ
る
。
相
手
方
の
動
機
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
共
通
の
観
念
に
対
す
る
契
約
の
従
属
性
の
例
は
、
和
解
に
か
ん

す
る
§
7
7
9
 
B
G
B
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

B
G
H
の
判
例
と
し
て
は
土
地
の
売
買
契
約
事
件
が
あ
る

(
B
G
H
2
4
7
`
4
8
)
。

者
双
方
は
誤
っ
て
売
主
の
土
地
が
す
ぐ
に
建
築
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
、
契
約
条
項
の
本
質
的
な
部
分
を
そ
れ
に
基
づ
い

て
作
成
し
た
。
こ
の
仮
定
が
誤
り
で
あ
る
と
判
明
し
た
と
き
、
・
取
得
者
は
売
主
を
契
約
に
拘
束
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
建
築
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
顧
慮
に
価
し
な
い
一
方
的
な
動
機
で
は
な
く
、
両
当
事
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
契
約
の
重
要

こ
の
よ
う
な
両
当
事
者
に
共
通
の
観
念
と
期
待
は
契
約
内
容
の
な
か
に
は
数
え
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
観
念
は
直
接
に
は
法
律
効
果
の
惹
起
に
む
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
見
解
は
正
し
い
が
、
や
は
り
右
の
観

念
は
広
い
意
味
で
契
約
内
容
に
属
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
上
の
拘
束
お
よ
び
危
険
の
範
囲
が
影
響
を
受
け
る
か
ら
で

以
上
の
結
果
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
両
当
事
者
を
導
い
た
共
通
の
動
機
に
か
ん
す
る
錯
誤
は
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説
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H
a
u
p
t
に
つ
い
で
社
会
類
型
的
態
度
の
理
論
を
発
展
せ
し
め
た

L
a
r
e
n
z
に
よ
れ
ば
、

の
要
求
に
お
い
て
は
、
契
約
の
成
立
に
む
け
ら
れ
た
意
思
表
示
は
必
要
で
は
な
く
、
契
約
関
係
は
給
付
の
事
実
的
請
求
に
よ
っ
て
完
成
す

る
。
か
か
る
事
実
的
態
度
は
契
約
関
係
を
企
業
の
確
定
し
た
条
件
で
成
立
せ
し
め
る
意
義
を
社
会
類
型
的
に
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、

L
a
r
e
n
z
は
行
為
無
能
力
者
の
保
護
を
放
棄
し
、

よ
っ
て
独
立
し
て
権
利
・
義
務
を
取
得
す
る
と
し
た
。
駐
車
場
事
件
に
お
い
て

B
G
H
も
基
本
的
に
こ
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
思
表
示
と
契
約
法
の
規
定
の
放
棄
に
は
疑
問
が
あ
る
。
契
約
責
任
は
ふ
つ
う
法
定
責
任
以
上
の
効
果

か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

に
充
分
で
あ
る
か
否
か
、

契
約
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
事
実
的
態
度
、

一
九
四
一
年
、

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
観
察
か
ら
出
発
し
て
、
こ
こ
で
は
相
応
ず
る
意
思
表
示
に
よ
る
本
来
の
契
約
締
結
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、

基
づ
く
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
事
実
的
契
約
関
係
の
概
念
を
打
ち
出
し
た
。

今
日
で
は
事
実
的
契
約
に
か
ん
し
て
は
、
大
量
取
引
に
お
け
る
給
付
の
要
求
に
よ
る
社
会
類
型
的
な
態
度
と
、
成
立
に
瑕
疵
の
あ
る
継

続
的
契
約
関
係
の
清
算
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
、
法
律
行
為
の
制
度
が
大
量
取
引
の
発
展
を
克
服
す
る

後
者
に
つ
い
て
は
既
に
な
さ
れ
た
給
付
の
返
還
を
§

8
1
2

以
下
に
よ
っ
て
処
理
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
否

H
a
u
p
t
は、

(5) 
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四
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い
。
し
か
し
、
錯
誤
の
危
険
は
も
は
や
契
約
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
共
通
の
承
認
に
よ
っ
て
契
約
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
動
機
錯
誤
は
顧
慮
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
と
な
ん
ら
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。

社
会
類
型
的
態
度
と
事
実
的
契
約
関
係

(s.
1
3
3
f
f
.
)
 

関
法

大
量
取
引
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
給
付

現
代
の
大
量
取
引
に
お
い
て
は
個
人
は
次
第
に
相
手
方
を
求
め
て
契
約
内
容
を
個
別
的
に
商
議
す
る
こ

と
り
わ
け
給
付
の
事
実
的
請
求

(die
faktische I
n
a
n
s
p
r
u
c
h
n
a
h
m
e
 einer L
e
i
s
t
u
n
g
)
に

無
能
力
者
は
法
定
代
理
人
の
同
意
な
く
し
て
そ
の
事
実
的
社
会
類
型
的
態
度
に

七
六
（
五
―
二
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す
な

を
生
ぜ
し
め
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
か
か
る
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
者
の
相
応
の
意
思
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
正
当
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
た
ん
な
る
事
実
的
な
態
度
を
な
す
意
思
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
未
成
年
者
の
保
護
の
放
棄
や
意
思
の
瑕
疵
を
顧
慮
し

な
い
の
も
適
当
で
は
な
い
。
効
果
意
思
を
排
除
す
る
理
由
と
し
て
、
生
活
配
慮
を
な
す
公
的
企
業
は
私
人
よ
り
も
強
く
信
頼
を
保
護
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
と
強
調
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

F
l
u
m
e
や

Bydlinski
の
い
う
よ
う
に
こ
れ
は
承
認
し
え
な
い
。

法
取
引
に
関
与
す
る
場
合
に
特
別
の
規
定
は
妥
当
す
べ
き
で
は
な
い
。
契
約
や
法
律
行
為
の
制
度
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
は
、
保
護
に

価
す
べ
き
消
費
者
の
不
利
益
と
な
る
。

大
量
取
引
に
か
ん
し
て
法
律
行
為
論
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
法
律
行
為
論
が
大
量
取
引
の
問
題
に
適
合
す
る
と
い
う
証

明
は
な
お
必
要
で
あ
る
。

伝
統
的
な
法
律
行
為
論
に
お
い
て
も
、
給
付
の
要
求
は
無
意
味
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
解
釈
の
原
則
に
よ
っ
て
、
有
償
の
契

約
締
結
に
む
け
ら
れ
た
黙
示
の
意
思
表
示
と
解
せ
ら
れ
る
。
か
か
る
要
求
は
取
引
観
念
上
そ
の
よ
う
な
社
会
類
型
的
意
味
を
有
す
る
。
給

付
の
要
求
は
事
実
的
な
態
度
と
し
て
直
接
に
法
律
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
契
約
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
意
思
表
示
に
化

体
し
た
意
思
で
あ
る
。
事
実
的
な
請
求
が
解
釈
の
原
則
に
よ
っ
て
意
思
表
示
と
理
解
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
に
対
し
意
思
の
瑕
疵
や
未

成
年
者
保
護
に
か
ん
す
る
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
解
釈
と
黙
示
の
意
思
表
示
の
助
け
に
よ
っ
て
、
通
常
の
場
合
、
社
会
類
型

的
な
態
度
と
結
び
つ
い
た
問
題
は
、
法
律
行
為
論
の
原
則
に
よ
っ
て
適
切
に
規
律
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

駐
車
場
事
件
の
よ
う
に
利
用
者
が
自
己
の
態
度
の
社
会
類
型
的
解
釈
に
反
対
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
た
し
か
に
困
難
が
生
ず
る
。
し

か
し
、
自
己
の
態
度
と
直
接
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
異
議
申
立
は
顧
慮
さ
れ
な
い

わ
ち
、
類
型
的
な
意
味
を
持
つ
自
分
の
態
度
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
法
律
効
果
を
一
方
的
な
反
対
の
表
示
に
よ
っ
て
除
去
す
る
こ
と
は

私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説

七
七
（
五
―
―
―
―
)

か
か
る
企
業
が
私
的
な



⑱
契
約
の
内
容

(s.
1
4
7
f
f
.
)
 

効
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
無
能
力
者
の
保
護
は
こ
こ
で
も
優
先
す
る
。

か
ん
す
る
問
題
で
あ
る
。

既
に
な
さ
れ
た
給
付
の
返
還
は
§
8
1
2

以
下
の
規
定
に
よ
る
処
理
に
適
し
な
い
。

し
て
取
扱
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
、
当
事
者
が
こ
れ
を
主
張
し
た
時
点
か
ら
無
効
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
契
約
に
従
っ
て
給
付

が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
権
利
・
義
務
は
当
事
者
が
自
由
な
意
思
に
よ
り
従
っ
た
契
約
上
の
合
意
に
よ
っ
て
決

せ
ら
れ
る
。
厳
格
に
い
え
ば
契
約
上
の
拘
束
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
に
か
ん
す
る
規
定
の
適
用
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
了
解
し
た
行
為
の
存
在
で
あ
る
。
給
付
が
い
ま
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

立
法
者
は
任
意
規
定
に
お
い
て
両
当
事
者
の
利
益
の
公
正
な
調
整
を
意
図
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
眼
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
利
益
は
、

売
買
、
賃
貸
借
等
の
契
約
の
型
と
一
般
的
に
結
び
つ
い
た
利
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
は
私
的
自
治
に
基
づ
い
て
非
典
型
的
、
混
合

的
契
約
に
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
上
顧
慮
さ
れ
て
い
る
の
と
は
べ
つ
の
利
益
を
妥
当
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
任
意
規
定
は
公
正
な
利
益
の
調
整
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
事
者
が
一
定
の
衝
突

(Konflikt)

に
つ
い
て
規
定
を
な
さ

ず
、
ま
た
任
意
法
規
も
適
切
な
規
制
に
達
し
え
な
い
場
合
に
、
当
事
者
が
契
約
に
与
え
た
意
義
に
従
っ
て
契
約
を
適
確
に

(folgerichtig)

補
充
す
る
の
が
、
補
充
的
契
約
解
釈

(
e
r
g
r
a
n
z
e
n
d
e

V
 ert
r
a
g
s
a
u
s
l
e
g
u
n
g
)

の
任
務
で
あ
る
。

補
充
的
契
約
解
釈
は
意
思
表
示
の
解
釈
と
は
区
別
さ
れ
る
。
解
釈
は
現
実
に
表
白
さ
れ
た
意
思
表
示
の
意
味
が
探
究
さ
れ
る
の
に
対
し
、

こ
こ
で
は
意
思
表
示
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
は
そ
の
点
に
つ
い
て
な
に
も
考
え
な
か
っ
た
の
で
、
意
思
表
示
を
し
て
い
な

狭
義
の
事
実
的
契
約
関
係
の
問
題
と
は
、

で
き
な
い
。

関
法

第
二
四
巻
第
四
号

一
般
原
則
に
従
っ
て
最
初
か
ら
無

契
約
を
最
初
か
ら
無
効
と

七
八
（
五
一
四
）

無
効
な
契
約
に
も
と
づ
い
て
実
行
さ
れ
た
継
続
的
債
務
関
係
の
解
消

(
A
b
w
i
c
k
l
u
n
g
)

に



⇔ 

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
の
解
釈
が
そ
れ
以
上
及
び
え
な
い
と
き
に
は
じ
め
て
補
充
的
解
釈
が
行
わ
れ
る

(
F
l
u
m
e
)
。

こ
の
よ
う
な
差
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
充
的
解
釈
の
根
拠
は
§
1
5
7

か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。

究
さ
れ
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
裁
判
官
は
当
事
者
の
意
思
を
終
局
ま
で
思
考
し

(zu
E
n
d
e
 d
e
n
k
e
n
)
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
の

私
的
自
治
的
意
思
を
妥
当
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
事
者
の
意
思
か
ら
も
は
や
な
ん
ら
の
手
が
か
り
も
引
き
出
せ
な

い
場
合
に
、
は
じ
め
て
、
当
事
者
の
意
思
に
か
か
わ
り
な
く
存
在
す
る
正
義
の
客
観
的
基
準
を
示
す
§

242 

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
は
や
補
充
的
解
釈
で
は
な
く
契
約
の
補
充
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
別
々
の
都
市
に
住
む
二
人
の
医
者
が
そ
の
営
業
を
交
換
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、

近
く
で
新
た
に
営
業
を
開
始
し
よ
う
と
し
た
。

他
の
一
方
の
医
者
は
不
利
益
を
蒙
る
お
そ
れ
あ
り
と
し
て
不
作
為
の
訴

(Unterlassu

ngsklage)
を
提
起
し
た
。

B
G
H
は
補
充
的
解
釈
に
よ
っ
て
訴
を
認
め
た
。

の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
意
思
表
示
を
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
交
換
に
か
ん
す
る
民
法
の
規
定
は
交
換
の
典
型
的
な
場
合
に
か
ん
す
る

一
方
的
な
不
利
益
的
態
度
に
よ
っ
て
目
的
物
の
交
換
価
値
を
害
し
う
る
よ
う
な
場
合
を
眼
中
に
入
れ
て
い
な
い
。
し

補
充
的
解
釈
に
際
し
て
裁
判
官
の
取
る
べ
き
方
法
の
特
色
は
、
当
事
者
が
確
定
し
た
契
約
目
的
を
終
局
ま
で
考
え
て
、
規
律
の
な
さ
れ

て
い
な
い
衝
突
に
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
決
め
手
に
な
る
の
は
当
事
者
が
契
約
の
自
由
を
行
使
し
て
契
約
の
基
礎
と
し
た

W
e
r
t
u
n
g
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
は
他
人
の

W
e
r
t
u
n
g
を
お
し
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。

F
l
u
m
e
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

っ
た
り
合
目
的
的
で
な
い
契
約
を
公
正
で
合
目
的
的
契
約
に
変
更
す
る
の
は
補
充
的
契
約
解
釈
の
任
務
で
は
な
い
。

前
例
で
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
意
欲
さ
れ
た
営
業
交
換
の
契
約
目
的
は
、
契
約
内
容
を
補
充
し
て
、
か
つ
て
の
営
業
所
の
近
く
で
新
た

私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説

た
が
っ
て
、
補
充
的
解
釈
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
あ
る
か
ら
、

七
九
（
五
一
五
）

公
正
で
な
か

両
当
事
者
は
そ
の
一
方
が
帰
還
す
る
と
は
考
え
な
か
っ
た

一
方
の
医
者
は
従
前
の
住
所
に
還
り
、

や
取
引
慣
行
が
適
用
さ
れ

す
な
わ
ち
、
現
実
の
意
思
が
探



一
、
意
思
表
示
の
本
体
を
意
思
と
表
示
の
い
ず
れ
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
表
示
行
為
に
そ
の
本
体
を
求

め
る
よ
う
と
す
る
我
妻
博
土
の
見
解
が
学
界
の
大
勢
を
支
配
し
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
我
妻
博
士
の
意
思
表
示
理
論
は
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
極
端
な
表
示
主
義
と
評
価
さ
れ
て
い
る

D
a
n
z

の
理
論
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。

頭
し
た
が
、
最
近
で
は
、
意
思
と
表
示
の
一
体
性
を
強
調
す
る

G
e
l
t
u
n
g
s
t
h
e
o
r
i
e
が
有
力
で
あ
る
。

こ
の
理
論
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、

W
o
l
f
も

F
l
u
m
e
と
同
様
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
こ
の
理
論
に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

イ
ツ
で
は
、
意
思
主
義
か
ら
表
示
主
義
へ
の
推
移
が
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
意
思
主
義
を
主
張
す
る
の
が
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
か
の

如
く
解
す
る
定
式
は
容
易
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

L
a
r
e
n
z
が

G
e
l
t
u
n
g
s
t
h
e
o
r
i
e
を
主
張
し
た

A
u
s
l
e
g
u
n
g
d
e
s
 R
e
c
h
t
s
,
 

g
e
s
c
h
a
f
t
は
、
す
で
に
一
九
三
六
年
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、
我
妻
説
に
よ
っ
て
極
端
な
表
示
主
義
が
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
が
国
の

意
思
表
示
理
論
と
は
、

か
な
り
事
情
を
異
に
す
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
意
思
表
示
理
論
そ
の
も
の
に
対
し
て
学
説
が
興
味
を
失
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
右
の

G
e
l
t
u
n
g
s
t
h
e
o
r
i
e
に
対
し
関
心
を
示
す
学
説
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

で
の
通
説
で
あ
っ
た

S
a
v
i
g
n
y
以
来
の
意
思
主
義
に
対
抗
し
て
、

(1) 

意
思
表
示
理
論
に
つ
い
て

⇔
考

関
法

察 第
二
四
巻
第
四
号

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

な
営
業
を
営
ま
な
い
義
務
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
当
事
者
の
な
し
た

W
`
e
r
t
u
n
g
と
一
致
す
る
。

も
っ
と
も
、
判
例
は
、
当
事
者
の

W
e
r
t
u
n
g
で
は
な
く
正
義
の
客
観
的
観
点
に
基
づ
い
た
新
し
い
制
度
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
補
充

的
契
約
解
釈
の
形
態
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
の
任
務
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
か
ら
二

0
世
紀
初
頭
に
か
け
て
表
示
主
義
が
急
速
に
台

も
っ
と
も
、

八

0
(五
一
六
）

ド

そ
れ
ま



⇔ 

二
、
平
井
助
教
授
は
、
⑥
内
心
的
効
果
意
思
と
表
示
と
の
間
に
喰
い
ち
が
っ
た
場
合
に
、

き
だ
と
し
つ
つ
、

平
井
助
教
授
の
見
解
に
は
、

い
く
つ
か
の
疑
問
を
提
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
立
場
に
従
っ
て
当
該
の
規
定
を
解
釈
す
べ
き
で
、

八
一
（
五
一
七
）

い
ず
れ
に
よ
っ
て
意
思
表
示
の
効
力
を
決
す
べ

き
か
と
い
う
問
題
と
、
⑯
法
律
行
為
の
意
義
の
判
断
に
際
し
て
意
思
と
表
示
の
い
ず
れ
を
中
心
と
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
を
区
別
す
べ

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
意
思
主
義
と
表
示
主
義
と
を
論
ず
る
解
釈
学
上
の
意
味
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
、

と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
平
井
助
教
授
に
よ
れ
ば
、
⑥
に
つ
い
て
は
、
立
法
が
行
な
わ
れ
た
以
上
、
問
題
は
個
々
の
具
体
的
な
規
定
の
解
釈
論
で
あ
り
、

ま
た
⑯
に
つ
い
て
も
、
両
主
義
の
対
立
が
い
か
な
る
差
異
を
も
た
ら
す
か
は
明
確
で
は
な
く
、
結
局
、
解
釈
に
際
し
て
い
ず
れ
に
比
較
的

重
き
を
置
く
か
と
い
う
態
度
の
差
異
で
あ
り
、
そ
れ
は
意
思
教
説
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ど
の
程
度
法
律
学
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
か

に
か
か
っ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
は
意
思
教
説
の
支
配
の
薄
さ
を
反
映
し
て
、
我
妻
博
士
以
来
、
表
示
主
義
的
立
場
が
通
説
で
あ
り
、
現

在
で
は
、
法
律
行
為
の
解
釈
と
し
て
意
思
主
義
と
表
示
主
義
と
を
問
題
と
す
る
意
味
は
こ
と
に
わ
が
国
で
は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
平
井
助
教
授
の
論
述
は
筆
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
難
解
で
あ
り
、
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
右
の

的
に
つ
い
て
い
え
ば
、
法
が
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
つ
い
て
一
定
の
立
場
を
採
用
し
た
以
上
（
両
主
義
の
折
衷
と
い
う
立
場
で
も
よ
い
）

い
ま
さ
ら
、
意
思
主
義
と
か
表
示
主
義
と
か
議
論
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
わ
が
民
法
九
五
条
は
錯
誤
に
よ
る
意
思
表
示
を
無
効
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
表
示
主
義
的
な
立
場
か

ら
、
錯
誤
に
よ
る
意
思
表
示
を
取
消
し
う
べ
き
意
思
表
示
と
し
、
取
消
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
つ
い
て
の
賠
償
義
務
を
認
む
べ
き
だ
と
主

張
し
た
と
こ
ろ
で
、
九
五
条
の
解
釈
論
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
井
助
教
授
が
⑯
に
つ
い
て
両
主
義
を
対
立
さ
せ

て
議
論
す
る
意
味
が
な
い
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
⑥
の
場
合
と
い
さ
さ
か
そ
の
意
義
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

法
律
行
為
の
解
釈
に
つ
い
て
二
つ
の
主
義
が
あ
り
う
る
と
し
て
、
二
つ
の
主
義
を
対
比
さ
せ
た
う
え
で
表
示
主
義
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う

私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説



だ
」
と
い
う
主
張
も
無
意
味
な
は
ず
で
あ
ろ
う
。

も
知
れ
な
い
が
、

ど
ち
ら
の
主
義
で
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

「
表
示
主
義
が
支
持
さ
れ
る
べ
き

第
二
四
巻
第
四
号

(「
Willensdogma
の
信
念
に
乏
し
い
わ
が
国
に
お
い
て
、

表
示
行
為
の
有
す
る
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
、
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
き
わ
め
て
当
然

R
 

で
あ
る
し
．
ま
た
支
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
）
、
「
表
示
王
翠
を
支
持
す
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど

う
し
て
、
二
つ
の
主
義
を
論
ず
る
解
釈
学
上
の
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
乎
井
助
教
授
は
、
二
つ
の
主
義
を
対

比
し
た
う
え
で
、
表
示
主
義
が
正
し
い
と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
こ
れ
に
従
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
主
義
を
論
ず
る
こ

と
の
解
釈
上
の
意
味
は
失
わ
れ
た
わ
け
で
も
、
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
議
論
が
必
要
だ
か
ら
こ

そ
．
乎
井
助
教
授
は
．
二
つ
の
主
義
の
う
ち
の
―
つ
を
正
し
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
．
も
し
、
表
示
主
義
的
立
場
が
圧
倒
的

通
説
で
あ
る
か
ら
、

い
ま
さ
ら
意
思
主
義
と
表
示
主
義
の
対
立
を
議
論
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
絶
対
に
承

服
し
え
な
い
。
学
問
の
世
界
に
多
数
決
な
ど
通
用
す
る
は
ず
が
な
い
。

い
か
に
圧
倒
的
通
説
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
に
対
立
す
る
学
説
の
存

在
を
否
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
平
井
助
教
授
の
い
わ
れ
る
趣
旨
が
、

い
ず
れ
の
主
義
に
従
っ
て
も
結
果
の
差
異
を

も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
二
つ
の
主
義
の
対
立
を
論
ず
る
必
要
は
な
い
か

そ
れ
な
ら
ば
、

乎
井
助
教
授
の
よ
う
な

三
、
更
に
一
歩
進
め
て
考
察
す
れ
ば
、
平
井
助
教
授
の
い
わ
れ
る
⑥
に
つ
い
て
も
、

「
意
思
主
義
・
表
示
主
義
を
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
私
法

ol 
h
u
 

学
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
果
た
し
た
役
割
と
社
会
的
背
景
を
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
」
以
外
に
今
後
の
課
題

，
 

k
 

は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
民
法
の
規
定
は
両
主
義
の
妥
協
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る

．
．
．
．
．
 

こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
理
由
の
説
明
な
ら
ば
と
も
か
く
も
、
相
対
立
す
る
理
論
の
妥
協
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し

の
が
平
井
助
教
授
の
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が

関
法

法
律
行
為
の
解
釈
と
は

八
二
（
五
一
八
）



本
来
、
意
思
表
示
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

釈
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
意
思
表
示
の
概
念
は
、
実
定
法
規
と
し
て
の
民
法
の
依
拠
す
る
根
拠
、
出
発
点
で
あ
り
、
そ
れ

を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
実
定
法
の
根
拠
を
解
明
す
る
操
作
で
あ
っ
て
、
実
定
法
が
こ
れ
こ
れ
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
意
思
主
義
で
あ
る

と
か
表
示
主
義
で
あ
る
と
い
う
議
論
以
前
の
段
階
に
位
置
す
る
。
む
ろ
ん
、
民
法
典
の
意
思
表
示
に
か
ん
す
る
規
定
は
、
意
思
表
示
の
本

質
を
解
明
す
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
意
思
の
欠
鋏
や
瑕
疵
あ
る

意
思
表
示
に
か
ん
す
る
民
法
九
三
条
以
下
の
規
定
(
§

116 B
G
B
 ff.)
だ
け
か
ら
意
思
表
示
の
本
質
を
決
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
す
べ
て
、
正
常
な
意
思
表
示
の
要
件
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合
を
取
り
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
な

⑩
 

か
に
、
正
常
な
意
思
表
示
の
要
件
全
部
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
し

F
l
u
m
e
は、

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
意
思
表
示
の
本
質
は
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
意
思
主
義
と
表
示
主
義
の
対
立
は
、
意
思
表
示
を
表
示

に
つ
ら
な
る
意
思
活
動
と
い
う
よ
う
に
捉
え
る
か
、
表
示
と
い
う
点
だ
け
で
捉
え
る
か
に
帰
着
す
る
が
、
そ
れ
は
、
論
理
必
然
的
に
、
意

思
表
示
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
法
律
行
為
の
概
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
で

F
l
u
m
e
は
、
意
思
表
示
の
本
質
を
決
定
し

私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説

る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、

癖ku・

で
あ
る
。

⇔ 

八
三
（
五
一
九
）

か
か
る
意
思
表
示
は
病
理
現
象
で

か
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
以
前
の
よ
う
な
意
思
主
義
か
表
示
主
義
か
と
い
う
論
争
は
影
を
う
す
め
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
意
思
表
示
の
本
質
、
意
思
表
示
一
般
を
議
論
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
意
思
と
表
示
の
一
体
性
を
強
調
す
る

Geltungs,

theorie
は
、
ま
さ
に
、
意
思
表
示
の
本
質
を
解
明
す
る
学
説
と
し
て
出
て
き
た
の
で
あ
る
（
「
こ
の
学
説
は
…
…
意
思
と
表
示
の
関
係
に

つ
い
て
理
論
的
に
新
し
い
理
解
を
可
能
に
す
る
」
と
い
う

W
o
l
f
の
見
解
を
想
起
せ
よ
）
。
「
G
e
l
t
u
n
g
s
t
h
e
o
r
i
e
は
意
思
主
義
と
対
立
す

⑲
 

意
思
と
表
示
の
一
体
性
は
す
で
に

S
a
v
i
g
n
y
が
強
調
し
て
い
る
」
と
い
う

F
l
u
m
e
の
見
解
も
ま
た
、
同
様

た
ん
に
民
法
典
の
意
思
の
欠
鋏
・
瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
に
か
ん
す
る
個
々
の
規
定
の
解



ヽ

J
も よ

う
と
す
れ
ば
、
意
思
と
表
示
が
一
致
す
る
完
全
に
有
効
な
場
合
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
も
し
、
両
者
の
不
一
致
、

す
な
わ
ち
表
意
者
の
欲
し
た
と
お
り
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
人
の
意
思
に
従
っ
た
法
律
関
係

の
形
成
、
す
な
わ
ち
法
律
行
為
と
い
う
制
度
を
法
が
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

F
l
u
m
e
は、

示
お
よ
び
両
者
の
一
致
」
と
い
う

S
a
v
i
g
n
y
の
意
思
表
示
概
念
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、

第
二
四
巻
第
四
号

た
ん
に
民
法
典
の
規
定
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、

F
l
u
m
e
が
法
律
行
為
と
い
う
制
度
の
基
礎
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
私

的
自
治
の
観
点
か
ら
意
思
表
示
の
本
質
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
学
問
的
手
続
に
注
目
す
れ
ば
足
る
。
す
な
わ
ち
、

根
拠
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
実
定
法
の

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
は
、
民
法
九
三
条
以
下
の
規
定
の
解
釈
に
際
し
て
な
ん
ら
の
差
異
も
生
じ
な
い
実
益
な
き
議

論
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
よ
う
。
た
し
か
に
、
意
思
と
表
示
が
完
全
に
一
致
す
る
場
合
に
は
、
表
意
者
の
意
思
ど
お
り
に
効
果
が
認

め
ら
れ
る
か
ら
、

と
く
に
そ
の
場
合
の
法
律
効
果
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。
法
は
実
際
上
争
い
の
生
じ
や
す
い
場
合
に
つ
い
て
だ
け
解

決
の
基
準
と
な
る
べ
き
条
文
を
定
め
て
お
け
ば
よ
く
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
意
思
表
示
に
一
定
の
欠
陥
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か

F
l
u
m
e
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

か
か
る
場
合
に
つ
い
て
の
唯
一
の
正
し
い
規
範
は
存
在
せ
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
実
定
法
が
決
す
べ

き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
意
思
表
示
の
本
質
か
ら
理
解
さ
れ
、
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、

解
釈
の
対
象
と
な
る
法
規
が
同
一
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ほ
ど
隔
っ
た
結
論
が
出
る
こ
と
は
予
想
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
お
意
思
表

示
の
本
質
を
い
か
に
把
握
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
結
論
が
導
か
れ
る
可
能
性
は
予
想
さ
れ
る
。

条
以
下
の
数
ケ
条
の
条
文
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
表
見
代
理
、
事
実
的
契
約
関
係
、
あ
る
い
は
ま
た
手
形
行
為
を
め
ぐ
る
種
々
の
問
題
の

解
決
な
ど
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
し
、

関
法

し
か
も
、
そ
れ
は
た
ん
に
民
法
九
三

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
に
つ
い
て
”
妥
当
な
解
決
“
を
与
え
る
た
め
の
判
断
基
準
と
な
る
べ
き
は

そ
の
点
に
は
、

こ
れ
以
上
立
入
ら
な
い
。

「
意
思
、
表

八
四
（
五
二

0
)



ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
結
果
の
差
異
が
生
ず
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
学
説
が
従
来
の
学
説
と
結
果
に
お

い
て
差
異
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
判
断
は
、
そ
う
簡
単
に
く
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

①
平
井
・
注
釈
民
法
⑧
二

0
頁。

②

F
l
u
m
e
,
 D
a
s
 Rechtsgeschiift, S
.
 
5
5
.
 

⑧
浜
上
「
法
律
行
為
論
の
「
ロ
ー
マ
・
ゲ
ル
マ
ン
法
系
」
的
性
格
」
阪
大
法
学
六
五
号
八
九
頁
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
の
法
律
行
為
論
の
悪

し
き
学
説
が
輸
入
さ
れ
、
わ
が
国
の
法
律
行
為
論
の
発
展
に
必
ず
し
も
幸
い
ば
か
り
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
と

お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
我
妻
理
論
に
無
批
判
に
追
従
し
た
学
界
全
体
の
責
任
で
あ
る
。

④
学
説
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
高
橋
『
ヴ
ォ
ル
フ
「
法
律
行
為
に
お
け
る
決
定
の
自
由
と
契
約
に
よ
る
利
益
調
整
」
』

9
法
学
論
集
ニ
―
巻
三
号
一

五
六
頁
。

⑥
小
橋
・
手
形
行
為
論
四
一
頁
、
浜
上
•
前
掲
論
文
一
0
三
頁
。

⑥
乎
井
助
教
授
も
「
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
民
法
学
説
の
発
展
が
等
閑
視
さ
れ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
注
釈
民
法
⑧
ニ
ニ
頁
）
。
但
し
、
磯
村
「
動
機

錯
誤
と
行
為
基
礎
」
日
法
学
論
叢
七
六
巻
三
号
三
頁
は
、
こ
の
説
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

⑦
平
井
•
前
掲
書
三
一
頁
以
下
。

⑧
民
法
の
規
定
を
意
思
主
義
に
基
づ
く
も
の
と
し
な
が
ら
、
表
示
主
義
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
と
い
う
の
は
解
釈
論
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
あ
る

主
義
に
基
づ
い
て
い
る
現
行
法
を
別
の
主
義
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
そ
こ
に
矛
盾
が
出
て
く
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
律
自
身
の
誤

り
で
は
な
く
、
解
釈
者
の
誤
っ
た
態
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
立
法
論
と
解
釈
論
と
を
区
別
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
法
の
他
の
分
野
で

も
同
様
の
態
度
を
堅
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
意
思
表
示
規
定
の
解
釈
に
お
い
て
そ
う
し
た
態
度
を
採
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
の
条
文
に
つ
い
て
は

法
の
明
文
の
規
定
す
ら
無
視
す
る
よ
う
な
態
度
を
取
る
こ
と
は
一
貫
性
を
欠
く
。

⑨
平
井
•
前
掲
書
四
一
頁
。

⑩
前
掲
三
二
頁
。

⑩
た
と
え
ば
、
錯
誤
に
つ
き
、
小
林
「
わ
が
民
法
に
お
け
る
錯
誤
処
理
に
つ
い
て
」
芝
浦
工
大
紀
要
五
号
四
二
頁
、
な
お
後
述
（
本
稿
回
）
の
錯
誤

論
を
参
照
の
こ
と
。

私
的
自
治
・
法
律
行
為
論
序
説

⇔ 

八
五
（
五
ニ
―
)



関
法

第
二
四
巻
第
四
号

⑬

V
 gl, 
F
l
u
m
e
,
 a. 
a. 
0., 
S
.
 5
8
£
.
 

⑬
し
た
が
っ
て
、
平
井
•
前
掲
書
三
二
頁
五
行
目
の

F
l
u
m
e
の
引
用
の
し
か
た
は
誤
解
を
ま
ね
く
恐
れ
が
あ
る
。

F
l
u
m
eは
そ
の
ペ
ー
ジ

(
S
·

5
6
)

に
お
い
て
、
新
説
と
し
て

G
e
l
t
u
n
g
s
t
h
e
o
r
i
e
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑭
小
橋
•
前
掲
書
一
二
七
頁
。

⑲

F
l
u
m
e
,
 a. 
a. 
0., 
S
.
 
4
9
.
 
f. 

⑯
繰
り
返
す
よ
う
に
、
実
定
法
の
根
拠
の
解
明
は
解
釈
学
の
重
要
な
任
務
で
あ
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。

⑰
高
橋
「

F
l
u
m
e
の
法
律
行
為
論
」
法
学
論
集
一
六
巻
四
•
五
・
六
号
四
五
八
頁
。

⑱

F
l
u
m
e
,
 a. 
a. 
0., 
S
.
 
6
2
.
 

八
六
（
五
二
二
）




