
一橋論叢　第109巻 第1号 平成5年（1993年）1月号　｛42〕

一
方
的
表
示
の
効
力
発
生
時
期

序

　
隔
地
老
間
の
意
思
表
示
は
、
何
時
か
ら
効
力
が
生
じ
る
べ
き

か
1
表
示
老
が
表
示
を
発
し
た
時
か
（
発
信
主
義
）
、
表
示
が

相
手
方
に
到
達
し
た
時
か
（
到
達
主
義
）
。
こ
れ
は
単
に
効
力

発
生
時
期
の
問
題
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
通
信
事
故
に
よ

る
延
着
・
不
着
の
と
き
の
扱
い
等
に
も
関
係
す
る
（
む
し
ろ
、

こ
の
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
問
題
は
通
常
は
契
約
の
成

立
時
期
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
契
約
に
限
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
取
消
・
解
除
等
の
単
独
行
為
や
　
　
厳
密
に
は

意
思
表
示
で
は
な
い
が
－
債
務
の
履
行
の
催
告
、
さ
ら
に
は

損
害
の
賠
償
を
求
め
る
旨
の
請
求
等
を
も
含
め
、
お
よ
そ
隔
地

ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
検
討
を
通
し
て

滝
　
　
沢

昌
　
　
彦

者
間
に
お
い
て
意
思
や
事
実
を
通
知
す
る
場
合
に
は
同
様
の
問

題
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
実
際
上
の
意
義
も
少
な
く
な
い
。

　
さ
て
、
民
法
は
、
契
約
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
承
諾
の
発

信
時
と
し
て
い
る
が
（
五
二
六
条
一
項
）
、
そ
れ
以
外
－
主
に

単
独
行
為
で
あ
ろ
う
－
に
つ
い
て
は
到
達
主
義
を
採
用
し
て

い
る
（
九
七
条
一
項
）
。
九
七
条
は
「
意
思
表
示
」
に
関
す
る
規

定
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
立
法
老
は
催
告
等
も
含
め
て

考
え
て
お
り
、
広
く
、
意
思
や
事
実
の
通
知
一
般
に
通
用
す
る
・

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
（
以
下
、
本
稿
で
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味

で
「
通
知
」
ま
た
は
「
表
示
」
と
い
う
語
を
使
う
）
。
そ
し
て
、

通
知
と
は
あ
る
一
定
の
事
柄
を
相
手
方
に
知
ら
せ
る
行
為
で
あ

る
の
で
、
相
手
方
に
到
達
し
な
け
れ
ば
効
力
が
な
い
こ
と
は
当

ψ



ウィーン条約の検討を通して（43）　一方的表示の効力発生時期

然
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
例
外
的
に
発
信
主

義
を
採
用
し
た
規
定
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ぱ
、
契
約

の
申
込
に
対
す
る
承
諾
が
延
着
し
た
と
き
に
は
、
申
込
老
は
、

承
諾
が
延
着
し
た
旨
を
承
諾
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
の
通
知
に
つ
い
て
は
発
信
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
（
五

二
二
条
一
項
「
：
…
通
知
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
）
。
申
込
の

撤
回
が
延
着
し
た
と
き
の
通
知
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
規
定
が

あ
る
（
五
二
七
条
一
項
）
。
ま
た
　
　
民
法
の
範
囲
を
越
え
て

し
ま
う
が
－
商
事
取
引
に
お
い
て
は
、
契
約
の
申
込
を
受
け

た
老
は
一
定
の
要
件
が
あ
る
と
き
に
は
諾
否
を
通
知
す
る
義
務

を
負
う
が
、
こ
の
通
知
に
つ
い
て
は
発
信
主
義
が
採
用
さ
れ

（
商
法
五
〇
九
条
）
、
商
事
売
買
に
お
い
て
、
目
的
物
を
受
け
取

っ
た
買
主
は
検
査
・
環
疵
通
知
義
務
を
負
う
と
こ
ろ
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
五
二
六
条
）
。
さ
ら
に
特
殊
な
例
に

な
る
が
、
会
杜
の
株
主
総
会
や
取
締
役
会
の
招
集
通
知
に
つ
い

て
も
発
信
主
義
が
採
用
さ
れ
（
商
法
二
三
二
条
一
項
、
二
五
九

条
ノ
ニ
一
項
）
、
ま
た
、
無
能
力
老
の
行
為
に
つ
き
、
相
手
方

が
、
追
認
す
る
か
否
か
確
答
す
べ
き
旨
を
催
告
し
た
と
き
、
こ

の
確
答
に
つ
い
て
も
発
信
主
義
が
通
用
す
る
（
民
法
一
九
条
一

項
）
。
右
に
、
単
独
行
為
等
の
（
意
思
や
事
実
の
）
通
知
に
つ
い

て
到
達
主
義
が
採
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
「
当
然
で
あ
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
」
と
書
い
た
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
民
法

や
商
法
に
散
見
す
る
発
信
主
義
の
規
定
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え

る
べ
き
か
。
単
独
行
為
等
の
一
方
的
表
示
に
お
い
て
、
発
信
主

義
と
到
達
主
義
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
動
産
の
国
際
売
買
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条

約
（
一
九
八
○
年
）
は
興
味
深
い
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
単
独
行
為
等
の
一
方
的
な
表
示
に
つ
い
て
、
一
見

「
当
然
」
で
あ
る
べ
き
到
達
主
義
で
は
な
く
、
逆
に
、
発
信
主
義

が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
二
七
条
－
な
お
、
末

尾
に
主
要
な
関
連
条
文
の
訳
を
掲
げ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
）
。

本
稿
で
は
こ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
単
独
行
為
等
の
一
方
的

表
示
に
お
け
る
効
力
発
生
時
期
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と

と
し
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
、
承
諾
の
効
力
発
生
時
期
－
す
な
わ
ち
、

契
約
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。
承
諾
も
、
こ
れ
自

体
を
、
一
方
的
な
表
示
の
一
種
と
捉
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
は
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な
い
が
、
契
約
の
申
込
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
法
的
状
態
（
契

約
交
渉
の
最
終
段
階
）
に
お
い
て
は
当
事
者
は
か
な
り
特
殊
な

状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
を
、
「
一
方
的
表
示
の
効
力
発
生

時
期
」
一
般
を
考
え
る
際
の
素
材
と
す
る
こ
と
は
適
当
と
は
思

わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
契
約
の
成
立
時
期
に
つ
い
て

は
日
本
で
も
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
単
独
行
為
に
つ
い

て
は
議
論
が
充
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
、

こ
の
点
に
つ
き
検
討
す
る
こ
と
に
も
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
主
に
、
解
除
、
履

行
の
催
告
、
損
害
賠
償
の
請
求
等
ー
こ
れ
ら
は
、
主
と
し
て
、

契
約
成
立
後
の
表
示
で
あ
る
－
を
念
頭
に
置
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
一
一
民
法
九
七
条

　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
検
討
に
入
る
前
に
、
先
ず
、
民
法
九
七
条

の
起
草
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
条
文
に
つ
い
て
は
起

草
委
員
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
、
か
な
り
激
し
い
議
論
が
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

既
に
紹
介
も
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
も
参
照

し
つ
つ
必
要
な
範
囲
で
概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
も
そ
も
法
典
調
査
会
の
主
査
会
に
提
出
さ
れ
た
原
案
（
こ

の
殻
階
で
は
九
六
条
）
は
発
信
主
義
を
採
っ
て
い
た
。
起
草
老

は
梅
謙
次
郎
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
契
約
の
成
立

時
期
に
つ
い
て
別
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
原
案
に
付
け
ら
れ
た
理
由
書
も
、
主
に
契
約
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

成
立
時
期
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
理
由
書
に
よ
れ
ぱ
、
原
案

は
、
理
論
よ
り
も
「
実
際
上
ノ
便
益
」
を
考
慮
し
て
い
る
。
こ

の
観
点
か
ら
は
、
催
告
や
（
委
任
・
賃
貸
借
の
）
解
除
等
に
つ

い
て
は
到
達
主
義
が
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
会
杜
の
総
会
の
招
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

や
、
取
り
消
し
う
べ
き
行
為
の
追
認
等
の
権
利
の
放
棄
に
つ
い

て
は
発
信
主
義
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
こ

の
条
文
が
最
も
多
く
適
用
さ
れ
る
の
は
契
約
申
込
に
対
す
る
承

諾
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
務
家
は
皆
発
信

主
義
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
、
承
諾
が
申
込
老
に
到
達
し

た
か
否
か
を
確
知
す
る
ま
で
契
約
の
履
行
に
着
手
で
き
な
い
の

で
は
、
取
引
の
迅
速
を
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

主
に
契
約
の
成
立
時
期
の
こ
と
を
考
え
て
、
原
案
は
発
信
主
義

を
採
用
し
た
と
言
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
富
井
政
章
は
修
正
案
を
提
出
し
、
到
達
主
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＾
4
）

義
に
依
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
富
井
は
、
契
約
の
成
立
時

期
に
つ
い
て
も
到
達
主
義
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
に
、
意
思
表
示
一
般
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
九
六
条
に

お
い
て
は
「
最
モ
多
ク
ノ
種
類
ノ
意
思
表
示
」
に
妥
当
す
る
原

則
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
催
告
．

解
除
等
の
単
独
行
為
の
方
が
は
る
か
に
種
類
が
多
く
、
こ
れ
ら

に
妥
当
す
る
の
は
到
達
主
義
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
意

見
が
対
立
し
た
あ
げ
く
、
富
井
は
、
契
約
の
成
立
時
期
に
つ
い

て
の
み
発
信
主
義
を
採
用
す
る
と
い
う
な
ら
と
も
か
く
、
意
思

表
示
に
つ
い
て
の
一
般
論
と
し
て
は
到
達
主
義
は
譲
れ
な
い
と

言
い
、
妥
協
的
に
、
契
約
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
発
信
主
義

に
依
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
を
前
提
と
し
て
、
九
六
条
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
は
到
達
主
義
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
起
草
過
程
か
ら
以
下
の
こ
と
が
わ
か
る
。
先
ず

第
一
に
、
民
法
九
七
粂
は
意
思
表
示
一
般
に
つ
い
て
の
規
定
で

あ
る
が
、
も
っ
ぱ
ら
単
独
行
為
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

星
野
教
授
が
正
当
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
契
約
成
立
時
期
に

関
す
る
五
二
六
条
一
項
と
特
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他

方
、
起
草
老
は
、
追
認
・
解
除
の
よ
う
な
単
独
行
為
の
み
な
ら

ず
、
催
告
や
会
杜
の
総
会
招
集
等
ま
で
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、

九
七
条
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
意
思
表
示
だ
け
で
は
な
く
、
広

く
、
一
方
的
な
表
示
一
般
に
つ
い
て
妥
当
し
ふ
う
。
そ
し
て
第

二
に
、
九
七
条
は
あ
く
ま
で
概
括
的
な
一
般
原
則
に
し
か
過
ぎ

ず
、
例
外
を
許
さ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
民
法
や
商
法
の
規
定

に
も
い
く
つ
か
例
外
が
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、
そ
れ

以
外
の
表
示
に
つ
い
て
も
、
解
釈
に
よ
っ
て
発
信
主
義
を
認
め

る
こ
と
も
許
容
さ
れ
よ
う
。
最
後
に
、
し
か
し
、
で
は
ど
の
よ

う
な
表
示
に
つ
き
発
信
主
義
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
き
、
確
立

さ
れ
た
原
理
は
な
い
。
起
草
老
の
間
で
も
た
だ
漠
然
と
、
催

告
・
解
除
等
に
つ
い
て
は
到
達
主
義
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
会

杜
の
総
会
招
集
に
つ
い
て
は
発
信
主
義
で
も
よ
か
ろ
う
、
と
い

う
程
度
の
意
見
の
一
致
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

到
達
主
義
と
発
信
主
義
を
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
る
か
は
解
釈

に
任
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
富
井
と
梅
と

で
は
、
意
思
表
示
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
理
解
に
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述

し
た
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
の
九
七
条
の
解
釈
に
お
い
て
は
起
草
過
程

伯
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で
の
議
論
は
受
け
継
が
れ
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
余
り
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
。
九
七
条
は
、
単
独
行
為
に
つ
い
て
は
二
見

当
然
L
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
主
要
な
テ
キ
ス
ト
等
を
見
て
も
、

例
外
的
に
発
信
主
義
を
採
用
し
た
い
く
つ
か
の
規
定
を
指
摘
す

る
位
で
、
到
達
主
義
の
原
則
に
つ
い
て
は
解
決
済
と
す
る
か
の

　
　
　
（
7
）

よ
う
で
あ
る
。

一
一
一
ウ
ィ
ー
ン
条
約
二
七
条

　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
は
国
際
的
な
動
産
取
引
の
た
め
の
統
一
法
で

あ
り
、
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
一
九
八
○
年
の
国
連
総
会
で
採
択

さ
れ
、
一
九
八
八
年
に
発
効
し
た
（
日
本
は
未
加
入
）
。
こ
の
条

約
は
、
実
務
上
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
が
、
理
論
上
も
、
英
米
法
や
大
陸
法
を
素
材
と
し
た
比
較

法
の
産
物
と
し
て
、
さ
ら
に
、
杜
会
主
義
国
や
発
展
途
上
国
を

も
含
め
た
世
界
各
国
の
利
益
の
調
整
の
一
つ
の
結
論
し
て
、
興

味
あ
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約

に
お
い
て
は
、
一
方
的
表
示
の
効
力
発
生
時
期
に
関
し
て
、
犬

幅
に
発
信
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
到
達
主
義
に

憤
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
は
一
つ
の
驚
き
で

さ
え
あ
ろ
う
。
以
下
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
お
け
る
発
信
主
義
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
は
全
部
で
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
、
①
適
用
範
囲
お
よ
ぴ
総
則
、
②
契
約
の
成
立
、
③
動
産

売
員
、
④
最
終
条
項
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
で
も
、
売
買

契
約
の
成
立
を
扱
う
第
二
部
と
売
買
契
約
の
内
容
を
扱
う
第
三

部
が
同
条
約
の
中
心
的
な
部
分
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
条
約

二
七
条
に
よ
れ
ぱ
、
同
条
約
第
三
部
に
お
け
る
表
示
に
関
し
て

は
、
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
通
信
事
故
等
に
よ
る
延
着
・

不
着
・
内
容
の
誤
り
が
あ
っ
て
も
、
表
示
老
は
そ
の
表
示
に
基

づ
く
権
利
を
失
わ
な
い
。
契
約
成
立
過
程
に
お
け
る
表
示
ー

す
な
わ
ち
、
申
込
・
承
諾
や
そ
れ
ら
の
撤
回
等
に
つ
い
て
は
第

二
部
で
扱
わ
れ
る
の
で
二
七
条
の
適
用
を
受
け
な
い
が
、
そ
れ

以
外
の
、
契
約
成
立
後
の
表
示
－
例
え
ぱ
、
買
主
が
受
け
取

っ
た
目
的
物
に
暇
疵
が
あ
る
旨
の
通
知
、
追
完
の
請
求
、
追
完

の
た
め
の
相
当
期
間
の
設
定
、
解
除
や
代
金
減
額
の
意
思
表
示
、

損
害
賠
償
の
請
求
等
に
は
全
て
二
七
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
同
条
の
カ
バ
ー
す
る
範
囲
は
極
め
て
広
い
。
む
し
ろ
、

例
外
を
挙
げ
た
方
が
早
い
位
で
あ
り
、
同
条
に
言
う
「
別
段
の

46
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定
め
L
と
は
、
①
売
主
ま
た
は
買
主
の
履
行
の
拒
絶
（
四
七
条

二
項
、
六
三
条
二
項
）
、
②
追
完
し
た
い
旨
の
売
主
の
表
示
（
四

八
条
四
項
↓
二
項
、
三
項
）
、
③
買
主
に
対
す
る
仕
様
の
指
定
の

要
求
（
六
五
条
一
項
）
ま
た
は
売
主
に
よ
る
仕
様
の
指
定
（
同

条
二
項
）
、
④
履
行
不
能
の
通
知
（
七
九
条
四
項
）
で
あ
る
（
後

述
す
る
）
。

　
な
お
、
第
二
部
に
お
け
る
表
示
に
は
二
七
条
は
適
用
さ
れ
な

い
が
、
個
別
的
に
発
信
主
義
を
採
用
し
て
い
る
条
文
と
し
て
、

①
変
更
を
加
え
た
承
諾
に
対
す
る
異
議
（
一
九
条
二
項
）
、
②
延

着
し
た
承
諾
に
対
す
る
同
意
（
二
一
条
一
項
）
、
③
適
時
に
発
信

し
た
こ
と
が
明
白
な
承
諾
に
対
す
る
異
議
（
同
条
二
項
）
が
あ

る
（
後
述
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
重
要
な
表
示
と
思
わ
れ
る

申
込
、
申
込
の
撤
回
、
拒
絶
、
承
諾
、
承
諾
の
撤
回
に
つ
い
て

は
到
達
主
義
が
採
ら
れ
（
そ
れ
ぞ
れ
、
一
五
条
一
項
、
同
条
二

項
お
よ
び
ニ
ハ
条
一
項
、
一
七
条
、
一
八
条
二
項
、
二
二
条
）
、

第
二
部
は
、
全
体
と
し
て
は
到
達
主
義
に
依
っ
て
い
る
と
評
価

で
き
よ
う
。

　
1
　
発
信
主
義
の
原
則

　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
前
身
と
も
言
う
べ
き
ハ
i
グ
条
約
（
一
九

六
四
年
）
に
は
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
二
七
条
に
相
当
す
る
規
定
は

な
い
。
強
い
て
挙
げ
る
な
ら
、
ハ
ー
グ
条
約
に
お
い
て
、
買
主

は
目
的
物
を
受
け
取
っ
た
後
遅
滞
な
く
検
査
を
し
、
理
疵
を
発

見
し
た
ら
そ
の
旨
売
主
に
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
こ
ろ

（
同
条
約
三
八
条
、
三
九
条
）
、
こ
の
通
知
に
つ
い
て
は
発
信
主

義
が
採
ら
れ
て
い
た
（
三
九
条
二
項
）
。
こ
れ
が
ウ
ィ
ー
ン
条

約
の
起
草
過
程
に
お
い
て
一
般
化
さ
れ
、
現
二
七
条
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
に
関
し
て
は
、
ウ
ィ
ー
ン
で
の
会
議
に

お
け
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
委
員
の
説
明
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ

れ
る
の
で
以
下
に
引
用
す
る
。

　
「
当
事
老
が
、
義
務
（
旨
q
）
に
応
じ
る
た
め
に
通
知
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
ま
た
は
、
損
失
か
ら
の
救
済
を
求
め
る

た
め
に
通
知
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
伝
達
の
遅
れ

や
誤
り
、
あ
る
い
は
通
信
が
到
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、

そ
の
老
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
（
発
信
主

義
）
。
他
方
、
そ
の
通
知
が
、
相
手
方
に
義
務
（
o
巨
尉
饅
巨
g
）

を
課
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
延
着
・

誤
り
・
不
着
の
故
に
制
裁
を
受
け
て
は
な
ら
ず
、
二
五
条
（
現

二
七
条
　
　
筆
老
注
）
の
ル
ー
ル
の
代
わ
り
に
、
到
達
主
義
が

47
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（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
L

　
確
か
に
、
こ
れ
は
一
応
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

発
信
主
義
が
妥
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
目
的
物
の
暇
疵
の
通
知

は
、
目
的
物
を
受
け
取
っ
た
買
主
の
検
査
・
理
疵
通
知
義
務

（
三
八
条
一
項
、
三
九
条
一
項
）
に
応
じ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

し
、
解
除
や
代
金
減
額
の
意
思
表
示
・
損
害
賠
償
の
請
求
は
、

相
手
方
の
義
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
失
か
ら
の
救
済
を
求
め
る

た
め
の
通
知
で
あ
る
。
他
方
、
明
文
で
到
達
主
義
に
依
る
こ
と

と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
六
五
条
の
場
合
は
、
売
主
か
ら
の
要

求
に
応
じ
て
買
主
が
仕
様
を
指
定
す
べ
き
と
き
で
あ
る
か
（
同

条
一
項
）
、
売
主
が
し
た
仕
様
の
指
定
に
不
満
が
あ
る
な
ら
、
買

主
の
方
で
仕
様
を
指
定
す
べ
き
と
き
で
あ
る
の
で
（
同
条
二

項
）
、
売
主
か
ら
の
通
知
に
よ
っ
て
、
員
主
に
義
務
（
o
；
寝
・

饒
冒
）
が
生
じ
る
場
合
で
あ
る
と
言
え
、
ま
た
、
障
害
が
生
じ

た
た
め
に
履
行
で
き
な
い
旨
の
通
知
（
七
九
条
四
項
）
も
、
相

手
方
に
損
害
回
避
義
務
を
負
わ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
追
完
し
た
い
旨
の
売
主
の
表
示
（
四
八
条
四
項
）
や

売
主
・
買
主
の
履
行
の
拒
絶
（
四
七
条
二
項
、
六
三
条
二
項
）

に
、
右
の
説
明
が
あ
て
は
ま
る
か
に
は
疑
問
も
あ
る
（
後
述
）
。

し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
通
知
の
目
的
に
基
づ
く
説
明
は
、
発

信
主
義
に
つ
い
て
は
、
通
知
が
必
要
と
な
っ
た
理
由
に
注
目
し

て
通
知
考
の
立
場
か
ら
説
明
し
（
「
義
務
（
き
q
）
に
応
じ
る
た

め
、
ま
た
は
救
済
を
求
め
る
た
め
の
通
知
」
だ
か
ら
到
達
不

要
）
、
到
達
主
義
に
つ
い
て
は
、
通
知
の
効
果
に
注
目
し
て
相
手

方
の
立
場
か
ら
説
明
し
て
お
り
（
「
相
手
方
に
義
務
（
o
；
①
目
凹
・

巨
昌
）
を
課
す
る
た
め
の
通
知
」
だ
か
ら
到
達
必
要
）
、
こ
の
点

で
疑
問
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
発
信
主
義
が
通
用
す
べ
き
場
合
に

つ
い
て
は
、
通
知
が
到
達
し
な
い
相
手
方
の
不
利
益
に
対
す
る

配
慮
が
不
充
分
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
得
る
し
、
逆
に
、
到
達
主

義
が
妥
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
通
知
の
た
め
に
な
す
べ
き

こ
と
を
し
た
発
信
者
に
不
着
・
延
着
等
の
危
険
を
負
わ
せ
る
こ

と
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
意
識
し
て
か
、
当
事
老
の
責
任
に
重
点
を
置
く
理

解
も
あ
る
。
例
え
ば
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
発
信
主

義
が
通
用
す
る
表
示
の
犬
都
分
は
、
相
手
方
が
、
契
約
の
正
常

な
履
行
過
程
か
ら
逸
脱
し
た
行
動
を
し
た
た
め
に
通
知
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

と
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
員
主
が
目
的
物
の
暇
疵
を

通
知
す
る
場
合
で
は
（
三
九
条
一
項
）
、
そ
も
そ
も
理
疵
あ
る
目

姻
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的
物
を
引
き
渡
し
た
売
主
の
方
が
「
悪
い
」
の
で
、
売
主
が
通

信
事
故
等
の
危
険
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
解
除
や
代
金

減
額
の
意
思
表
示
・
損
害
賠
償
の
請
求
等
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
二
七
条
は
右
の
よ
う
な
逸

脱
行
動
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
責
任
を
問
題
と
し
な
い
の
で
、

逸
脱
行
動
自
体
が
い
わ
ゆ
る
「
責
任
（
＜
竈
竃
暮
害
巨
轟
）
」
に

結
び
つ
か
な
い
こ
と
は
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
自
身
認
め
て
い
る
。

シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
は
、
与
因
性
の
よ
う
な
帰
責
根
拠
を
考
え

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
他
、
ホ
ノ
ル
ド
も
、
到
達
主
義

を
採
っ
て
い
る
規
定
は
、
ほ
と
ん
ど
が
契
約
不
履
行
に
陥
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

側
か
ら
の
通
知
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
当
事
者
の
責
任
と
い

う
観
点
を
導
入
す
る
。
も
っ
と
も
、
ま
さ
に
「
ほ
と
ん
ど
」
で

あ
り
、
仕
様
の
指
定
に
関
す
る
六
五
条
に
は
こ
れ
は
妥
当
し
な

い
。
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
と
ホ
ノ
ル
ド
と
で
は
、
し
か
し
、
原

則
と
例
外
が
入
れ
代
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
相
手
方
に
逸
脱
行
動
が
あ
る
と
き
は
発
信
主
義
が
正
当
化

さ
れ
る
と
す
る
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
は
、
暗
黙
の
内
に
到
達
主

義
を
原
則
と
し
て
お
り
、
契
約
不
履
行
に
陥
っ
て
い
る
側
か
ら

の
通
知
に
は
到
達
主
義
が
妥
当
す
る
と
い
う
ホ
ノ
ル
ド
の
立
場

は
、
逆
に
、
発
信
主
義
が
常
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　
2
　
例
外
と
し
て
の
到
達
主
義

　
そ
れ
で
は
、
例
外
的
に
到
達
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ

う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
一
般
原
則
の
応
用
問
題
と
し
て
、

少
し
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

①
売
主
ま
た
は
買
主
の
履
行
の
拒
絶
（
四
七
条
二
項
、
六
三
条

二
項
）
・

　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
で
は
、
売
主
が
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
、

買
主
は
即
座
に
契
約
を
解
除
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
売
主
の

義
務
不
履
行
が
重
大
な
契
約
侵
害
に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場

合
と
が
区
別
さ
れ
、
前
老
の
場
合
に
は
即
時
に
解
除
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
が
（
四
九
条
一
項
㈲
）
、
後
者
の
場
合
は
、
そ
の
義

務
不
履
行
が
引
渡
の
不
履
行
で
あ
る
と
き
に
は
、
追
完
の
た
め

の
相
当
期
間
を
定
め
て
再
度
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
、
そ
の
期
問

内
に
履
行
が
な
い
と
き
に
限
り
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
同
条
一
項
ω
1
日
本
民
法
五
四
一
条
に
ほ
ぽ
相
当
し
よ
う

か
）
。
し
か
し
、
売
主
が
履
行
を
す
る
意
思
の
な
い
旨
を
表
示

し
た
と
き
に
は
右
期
間
の
経
過
を
待
つ
必
要
が
な
い
こ
と
は
当

ψ
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然
で
あ
る
が
、
こ
の
履
行
拒
絶
の
意
思
表
示
に
つ
き
到
達
主
義

が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
四
七
条
二
項
）
。
買
主
の
義
務

違
反
に
つ
き
同
様
の
規
定
が
あ
る
（
六
三
条
二
項
）
。

　
通
知
の
目
的
に
よ
っ
て
発
信
主
義
・
到
達
主
義
を
使
い
分
け

る
考
え
方
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
相
手
方
に
義
務
（
o
巨
尉
中

巨
8
）
を
課
す
る
通
知
に
は
到
達
主
義
が
妥
当
す
る
主
言
う
の

で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
で
右
の
例
を
説
明
す
る
の
は
困
難
で

あ
ろ
う
。
履
行
拒
絶
の
表
示
は
、
そ
の
表
示
が
あ
っ
た
後
に
は

解
除
や
損
害
賠
償
請
求
を
許
す
点
に
意
味
が
あ
り
、
解
除
や
損

害
賠
償
請
求
を
す
る
べ
き
義
務
を
課
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
次
に
、
相
手
方
が
逸
脱
行
動
を
し
た
場
合
に
は
発
信

主
義
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
立
場
（
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
）

や
、
義
務
不
履
行
を
し
た
側
か
ら
の
通
知
に
は
到
達
主
義
が
妥

当
す
る
と
い
う
立
場
（
ホ
ノ
ル
ド
）
か
ら
は
、
こ
の
例
で
は
、

表
示
を
す
る
側
が
義
務
不
履
行
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
の
相
手
方

に
は
逸
脱
行
動
は
な
い
の
で
、
到
達
主
義
を
と
る
べ
き
こ
と
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
例
で
は
、
そ
む
そ
も
立
法
上

の
価
値
判
断
に
疑
間
が
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
履
行
拒
絶
の
表

示
を
発
信
し
た
後
そ
れ
が
到
達
す
る
前
に
、
相
手
方
が
（
相
当

期
間
の
経
過
を
待
た
ず
に
）
解
除
し
た
と
き
、
た
し
か
に
、
相

手
方
は
、
履
行
拒
絶
の
意
思
表
示
が
あ
っ
・
た
こ
と
を
知
ら
な
い

で
解
除
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
義
務
老
が
も
は
や
履
行
す
る
つ

も
り
が
な
い
こ
と
は
客
観
的
に
明
ら
か
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
解
除
を
有
効
と
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
追
完
し
た
い
旨
の
売
主
の
表
示
（
四
八
条
四
項
）

　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
お
い
て
は
、
契
約
上
の
義
務
の
履
行
に
失

敗
し
た
売
主
が
「
権
利
」
と
し
て
追
完
で
き
る
場
合
が
三
つ
あ

る
。
第
一
が
、
履
行
期
日
未
到
来
の
場
合
で
あ
り
（
三
七
条
）
、

第
二
が
、
買
主
に
特
に
不
利
益
と
な
ら
な
い
揚
合
で
あ
り
（
四

八
条
一
項
）
、
第
三
が
、
買
主
が
承
諾
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

場
合
で
あ
る
（
同
条
二
項
、
三
項
）
。
最
後
の
も
の
に
つ
い
て
よ

り
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
、
売
主
が
あ
る
一
定
期
聞
内
に
追
完

し
た
い
旨
を
申
し
出
て
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
を
買
主

に
問
い
合
わ
せ
た
が
、
買
主
が
返
事
を
し
な
い
と
き
は
、
買
主

の
承
諾
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
期
問
内
は
、
売
主
は

「
権
利
」
と
し
て
追
完
で
き
、
買
主
は
解
除
や
損
害
賠
償
の
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
（
同
条
二
項
）
。
そ
し
て
、
一
定

期
問
内
に
履
行
を
行
う
旨
の
通
知
は
、
右
の
問
い
合
わ
せ
を
含

ω
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む
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
同
条
三
項
）
。
こ
の
問
い
合
わ
せ
や

通
知
に
つ
き
到
達
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
条
四

項
）
。

　
右
の
通
知
や
問
い
合
わ
せ
の
場
合
、
そ
れ
に
返
答
す
る
義
務

が
あ
る
の
か
は
や
や
疑
問
と
な
ろ
う
が
、
返
答
を
し
な
い
と

（
一
定
期
間
内
は
）
解
除
や
損
害
暗
償
が
で
き
な
く
な
る
と
い

う
不
利
益
を
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
「
相
手
方
に

義
務
を
課
す
る
通
知
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
観
点
か
ら
到
達
主
義
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
員
主
の
側
に
は
逸
脱
行
動
は
な
く
、
売
主
の
側
が

義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
責
任
と

い
う
観
点
か
ら
も
、
到
達
主
義
が
妥
当
と
言
え
よ
う
。

③
仕
様
の
指
定
ま
た
は
指
定
の
要
求
（
六
五
条
）

　
契
約
成
立
時
に
は
商
品
の
仕
様
（
形
・
寸
法
等
）
が
定
ま
っ

て
お
ら
ず
、
後
に
買
主
ま
た
は
売
主
が
指
定
す
べ
き
こ
と
も
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
備
え
て
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
は
六
五

条
を
用
意
し
た
。
同
条
一
項
に
よ
れ
ぱ
、
員
主
が
仕
様
を
指
定

す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
売
主
が
買
主
に
指
定
す

る
よ
う
要
求
し
、
そ
れ
で
も
買
主
が
指
定
し
な
い
と
き
は
、
売

主
は
自
ら
仕
様
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
の
、

売
主
の
買
主
に
対
す
る
要
求
に
つ
い
て
到
達
主
義
が
採
用
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
同
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
売
主
が
指
定
し
た
場

合
に
、
員
主
が
そ
れ
と
は
異
な
る
仕
様
を
欲
し
た
と
き
は
、
売

主
か
ら
の
通
知
後
一
定
期
間
内
に
自
ら
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
の
通
知
（
売
主
か
ら
の
仕
様
の
指
定
）
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。

　
右
の
例
は
、
相
手
方
に
義
務
（
o
巨
骨
算
－
昌
）
を
課
す
る
通
知

の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
通
知
を
受
け
た
買

主
は
、
仕
様
を
指
定
す
べ
き
で
あ
り
、
指
定
し
な
い
と
き
は
一

定
の
不
利
益
を
受
け
る
（
一
項
の
場
合
に
は
指
定
権
が
売
主
に

移
転
す
る
し
、
二
項
の
場
合
に
は
売
主
の
指
定
が
通
用
す
る
）
。

し
か
し
、
通
知
が
到
達
し
な
い
と
き
に
も
、
右
の
不
利
益
を
買

主
に
課
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
到
達
主
義
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
他
方
、
当
事
老
の
責
任
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
の
説

明
は
必
ず
し
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
先
ず
、
売
主
が
義
務
違
反

を
犯
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、
売

主
に
通
信
事
故
等
の
危
険
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
こ
れ
に
対
し
、
員
主
に
は
逸
脱
行
動
は
な
い
の
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で
危
険
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
か
ら
到
達
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）
と
い
う
説
明
は
、
一
応
可
能
で
は
あ
る
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
逸
脱
行
動
の
有
無
を
間
題
と
す
べ
き
場
合
で
あ

ろ
う
か
。
買
主
に
仕
様
を
指
定
す
る
よ
う
促
す
通
知
で
あ
る
か

ら
、
買
主
に
到
達
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
説
明
が
一

番
す
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

④
障
害
が
生
じ
た
た
め
に
履
行
で
き
な
い
旨
の
通
知
（
七
九
条

四
項
）

　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
で
は
、
履
行
に
つ
き
障
害
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
老
は
、
そ
の
旨
を
相
手
方
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

通
知
を
し
な
い
と
き
は
、
通
知
を
し
な
い
こ
と
に
基
づ
く
損
害

を
賠
償
す
べ
き
責
任
在
負
う
（
七
九
条
四
項
）
。
通
知
を
し
な

い
こ
と
に
基
づ
く
損
害
と
は
、
相
手
方
が
損
害
を
回
避
す
る
た

め
の
手
段
を
と
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
追
加
的
に
生
じ
た

損
害
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
の
で
、
右
の
条
文
は
、
通
知
に
よ
っ

て
相
手
方
に
損
害
回
避
義
務
が
生
じ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い

る
と
言
え
る
（
七
七
条
参
照
）
。
し
か
し
、
履
行
で
き
な
い
旨
の

通
知
が
到
達
し
な
け
れ
ぱ
損
害
を
回
避
す
る
手
段
を
採
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
も
到
達
主
義
が
妥
当
す

る
。
他
方
、
相
手
方
に
は
非
は
な
く
、
通
知
す
る
側
が
義
務
不

履
行
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
老
の
責
任
と
い
う

観
点
か
ら
も
、
右
の
結
論
は
妥
当
で
あ
る
。

　
3
　
契
約
成
立
過
程
に
お
け
る
表
示

　
最
後
に
、
二
七
条
の
適
用
さ
れ
な
い
第
二
部
に
お
け
る
表
示

に
つ
い
て
も
一
応
検
討
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
第
二
部
に
つ
い

て
は
到
達
主
義
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
圭
言
え
よ
う
が
、
例
外

的
に
、
①
実
質
的
で
は
な
い
変
更
を
加
え
た
承
諾
に
対
す
る
異

議
（
一
九
条
二
項
－
異
議
を
述
べ
な
い
と
契
約
が
成
立
す

る
）
、
②
延
着
し
た
承
諾
に
対
す
る
同
意
（
二
一
条
一
項
－
同

意
す
れ
ぱ
契
約
が
成
立
す
る
）
、
③
適
時
に
発
信
し
た
こ
と
が

明
白
な
承
諾
に
対
す
る
異
議
（
同
条
二
項
－
異
議
を
述
べ
な

い
と
契
約
が
成
立
す
る
）
に
つ
い
て
は
発
信
主
義
が
採
用
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
変
則
的
な
承
諾
の
扱
い
で
あ
る
。

　
右
の
う
ち
①
・
③
に
つ
い
て
は
、
異
議
を
述
べ
な
い
と
契
約

が
成
立
す
る
の
で
、
そ
れ
が
嫌
な
ら
異
議
を
述
べ
る
べ
き
義
務

が
生
じ
る
場
合
で
あ
り
、
「
義
務
（
旨
q
）
に
応
じ
る
た
め
の
通

知
」
で
あ
る
か
ら
、
な
す
べ
き
こ
と
を
し
た
老
に
は
不
利
益
を

負
わ
せ
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
発
信
主
義
を
基
礎
付
け
る
、
一
と

α
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は
可
能
で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
こ
の
義
務
を
き
ξ
と
言
え

る
か
は
疑
問
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
②
に
つ
い
て
は
、
契
約
を
成

立
さ
せ
た
い
な
ら
同
意
す
れ
ば
よ
い
土
言
う
だ
け
で
あ
り
、
返

答
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
右
の
説
明
は
必
ず
し

も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
当
事
者
の
責
任
を
強
調
す
る
観
点
か
ら

は
、
こ
の
例
で
は
、
承
諾
に
変
更
を
加
え
た
り
（
①
）
、
承
諾
が

延
着
し
た
り
し
て
い
る
の
で
（
②
・
③
）
、
承
諾
老
の
側
に
逸
脱

行
動
が
あ
り
、
申
込
老
の
側
に
は
義
務
違
反
は
な
い
の
で
、
発

信
主
義
を
と
る
べ
き
場
合
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
お

い
て
は
、
発
信
主
義
・
到
達
主
義
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
、
通

知
の
目
的
か
ら
説
明
す
る
立
場
と
当
事
者
の
責
任
か
ら
説
明
す

る
立
場
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
か
の
視
点
で
全
て
の
場
合
を
説

明
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
両
者
の
統
合
が
必
要
で
あ
ろ
う

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
検
討
す
る
。

四
　
検
討

そ
れ
で
は
、
発
信
主
義
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
妥
当
し
、

到

達
主
義
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
妥
当
す
る
か
。
こ
の
問
題
の
検

討
に
入
る
前
に
、
先
ず
、
発
信
主
義
・
到
達
主
義
が
法
律
上
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
か
確
認
し
た
い
。

①
意
思
表
示
の
効
力
発
生
時
期
－
先
ず
第
一
に
こ
れ
が
問
題

と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
発
信
主
義
に
よ
れ
ぱ
表
示
を
発

し
た
時
点
で
表
示
の
効
力
が
生
じ
る
が
、
到
達
主
義
に
よ
れ
ぱ

到
達
時
ま
で
は
効
力
は
生
じ
な
い
こ
と
と
な
る
。

②
撤
回
可
能
性
－
表
示
老
は
、
何
時
ま
で
自
分
の
表
示
を
撤

回
し
得
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
発
信
主
義
を
採
れ
ぱ
一
度

発
し
た
表
示
は
も
は
や
撤
回
で
き
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
到

達
主
義
な
ら
到
達
す
る
ま
で
は
撤
回
可
能
、
す
な
わ
ち
、
撤
回

表
示
が
、
本
来
の
表
示
よ
り
も
前
ま
た
は
少
な
く
と
も
同
時
に

相
手
方
に
到
達
す
れ
ぱ
、
本
来
の
表
示
は
効
力
を
生
じ
な
い
こ

と
に
な
ろ
う
。

③
通
信
事
故
に
よ
る
不
着
・
延
着
・
内
容
上
の
誤
り
の
危
険
の

負
担
－
発
信
主
義
に
よ
れ
ぱ
こ
れ
ら
の
危
険
は
表
示
の
相
手

方
が
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
到
達
主
義
な
ら
表
示
者
が
負
う
こ

と
に
な
る
。

　
無
論
、
こ
の
三
つ
の
問
題
全
て
に
つ
き
一
つ
の
立
場
か
ら
解

鴉
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決
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
例
え
ぱ
、
効
力
発
生
時
期
は
発
信
時

と
し
つ
つ
撤
回
は
到
達
ま
で
は
許
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
特

に
矛
盾
と
い
う
程
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
特
別
の
立

法
で
も
な
い
限
り
、
素
直
に
考
え
れ
ぱ
発
信
主
義
・
到
達
主
義

は
右
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
両
当
事
者
の
利
益
を
比
較
し
て
み

る
な
ら
、
効
力
発
生
時
期
（
①
）
に
関
し
て
は
、
表
示
者
は
効

果
の
発
生
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
表
示
老
に
と
っ
て

は
発
信
主
義
の
方
が
利
益
で
あ
る
。
相
手
方
に
と
っ
て
の
利
益

は
、
そ
の
表
示
に
よ
る
効
果
が
そ
の
老
（
相
手
方
）
に
有
利
な

も
の
で
あ
る
か
不
利
な
も
の
で
あ
る
か
に
依
る
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
と
は
別
に
、
相
手
方
は
、
自
分
の
知
ら
な
い
う
ち
に
表
示

の
効
果
が
生
じ
る
こ
と
は
嫌
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
点
で
は

相
手
方
に
と
っ
て
は
到
達
主
義
の
方
が
有
利
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
撤
回
可
能
性
の
問
題
（
②
）
や
通
信
事

故
の
危
険
の
負
担
の
問
題
（
③
）
と
切
り
離
し
て
効
力
発
生
の

時
の
み
を
問
題
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
そ
れ
程
重
要
で
は
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
、
撤
回
可
能
性
の
問
題
（
②
）

に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
、
表
示
老
は
な
る
べ
く
長
く
撤
回
の
自

由
を
留
保
し
た
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
到
達
主
義
の
方
が
表
示
老

に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
る
。
他
方
、
相
手
方
に
と
っ
て
は
、
到

達
す
る
前
の
段
階
の
撤
回
は
特
に
不
利
益
と
感
じ
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
ら
、
発
信
主
義
で
も
到
達
主
義
で
良
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
到
達
主
義
の
方
が
合
理

的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
意
思
表
示
を
す
る
前

に
充
分
慎
重
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
発
信

主
義
を
採
っ
て
も
表
示
老
へ
の
不
利
益
は
そ
れ
程
大
き
い
も
の

で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
や
は
り
通
信
事

故
の
危
険
の
負
担
の
問
題
（
③
）
が
最
も
重
要
な
決
め
手
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
①
当
該
通
知
の
目

的
、
お
よ
び
②
当
事
老
の
責
任
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
考
慮
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
言
え
ぱ
、
ま
さ
に
通
知
自

体
が
目
的
で
あ
る
と
き
と
表
示
者
の
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
と
き
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ぱ
、
目
的

物
の
仕
様
を
指
定
す
べ
き
旨
の
要
求
（
ウ
ィ
ー
ン
条
約
六
五
条

　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

一
項
）
等
の
よ
う
に
、
そ
の
通
知
に
応
じ
て
相
手
方
が
何
ら
か

“
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の
行
動
に
出
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
き
は
通
知
自
体
が

目
的
で
あ
り
、
そ
の
通
知
が
到
達
し
な
け
れ
ぱ
意
味
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
権
利
放
棄
等
に
お
い
て
は
、
表
示
者
の
意
思
が

明
ら
か
に
な
り
さ
え
す
れ
ぱ
よ
い
の
で
、
表
示
が
な
さ
れ
れ
ぱ

（
到
達
し
な
く
と
も
）
そ
れ
だ
け
で
表
示
の
目
的
を
一
応
達
し

た
と
言
え
、
日
本
民
法
の
起
草
者
も
こ
の
観
点
か
ら
発
信
主
義

が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
た
（
も
っ
と
も
、
権
利
放
棄
は
受
領

を
要
し
な
い
意
思
表
示
な
の
で
到
達
の
有
無
は
問
題
に
な
ら
な

い
と
も
言
え
る
）
。
た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
目
的
が
両
立
す
る

こ
と
も
あ
ろ
う
。

　
当
事
老
の
責
任
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
当
該
通
知
が
心
要
と

さ
れ
る
原
因
に
つ
い
て
の
責
任
と
、
よ
り
広
く
、
債
務
不
履
行

に
陥
っ
て
い
る
側
と
し
て
の
責
任
と
が
あ
る
。
前
老
の
場
合

－
例
え
ば
承
諾
が
適
時
に
発
せ
ら
れ
た
が
遅
延
し
た
と
き
の

（
申
込
老
の
）
異
議
（
日
本
民
法
五
二
二
条
一
項
）
に
お
い
て
、

責
任
の
あ
る
老
（
承
諾
老
）
が
通
信
事
故
等
の
危
険
を
負
う
べ

き
こ
と
は
当
然
と
も
言
え
る
が
（
こ
こ
で
の
帰
責
性
に
は
与
因

性
程
度
で
足
り
よ
う
）
、
後
老
の
よ
う
な
責
任
も
、
そ
の
老
の
意

思
表
示
に
つ
き
到
達
主
義
を
と
る
根
拠
と
な
ろ
う
。
例
え
ぱ
履

行
拒
絶
の
表
示
（
ウ
ィ
ー
ン
条
約
四
七
条
二
項
、
六
三
条
二
項
）

が
こ
れ
に
あ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
、
目
的
物
の
理
疵
の
通
知
等
で

は
こ
の
二
つ
の
責
任
が
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
関
連
し
て
、
表
示
が
効
力
を
有
し
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
表
示
老
の
受
け
る
不
利
益
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ウ
ィ
ー
ン
条
約
で
は
、
買
主
が
目
的
物
を
受
け
取
っ
て
か
ら
相

当
な
期
間
内
に
解
除
し
な
け
れ
ぱ
も
は
や
解
除
で
き
な
く
な
る

が
（
四
九
条
二
項
）
、
こ
れ
も
、
同
条
約
に
お
い
て
発
信
主
義
が

広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
遠
因
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
を
前
提
に
い
く
つ
か
の
単
独
行
為
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
た
い
。
先
ず
履
行
の
催
告
は
、
相
手
方
に
債
務
を
履
行
す
る

よ
う
促
す
行
為
な
の
で
到
達
し
な
け
れ
ぱ
意
味
が
な
い
。
履
行

を
催
告
す
る
場
合
は
相
手
方
が
債
務
不
履
行
に
陥
っ
て
い
る
こ

と
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
発
信
主
義
を
相
当
と
す
べ
き
と
は
思

え
な
い
。
契
約
の
解
除
は
い
く
つ
か
の
場
合
に
分
か
れ
る
。
委

任
の
解
除
は
、
も
う
事
務
を
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
指
示
を
含

む
の
で
到
達
が
必
要
で
あ
る
’
賃
貸
借
等
継
続
的
契
約
の
解
除

や
告
知
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
売
買
の
解
除
は
、

契
約
の
無
効
を
宣
言
す
る
の
み
な
の
で
表
示
老
の
意
思
さ
え
明

砺
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ら
か
に
な
れ
ぱ
よ
い
と
竺
言
え
、
し
か
も
相
手
方
が
債
務
不
履
、

行
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
発
信
主
義
を
と
っ
て
も
お

か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
（
た
だ
し
到
達
し
な
け
れ
ば
返
還

義
務
の
遅
滞
に
は
な
る
ま
い
1
四
一
二
条
三
項
）
。
取
消
に

つ
い
て
も
同
様
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
損
害
暗
償
の
請
求
や

錆
誤
無
効
の
主
張
等
に
つ
い
て
も
発
信
主
義
を
採
る
余
地
が
充

分
に
あ
ろ
う
。

　
こ
の
議
論
は
、
単
に
単
独
行
為
の
効
力
発
生
時
期
の
問
題
を

越
え
、
意
思
表
示
の
本
質
論
に
も
関
係
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

意
思
表
示
は
（
当
然
な
が
ら
）
自
己
の
意
思
を
相
手
方
に
表
示

す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
は
到
達
し
な
け
れ
ば
意

味
が
な
い
。
起
草
過
程
に
お
け
る
富
井
の
見
解
は
こ
の
点
を
強

調
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
意
思
表
示
に
は
、
表
示
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
規
範
を
設
定
す
る
（
1
1
そ
の
表
示
に
拘
束
力

を
与
え
る
）
と
い
う
面
も
あ
る
な
ら
（
例
え
ぱ
ラ
ー
レ
ン
ツ
の

通
用
理
論
参
照
）
、
表
示
老
の
意
思
が
客
観
的
に
表
示
さ
れ
て

い
れ
ぱ
よ
い
と
も
言
え
よ
う
。
梅
の
意
思
表
示
理
解
は
こ
れ
に

近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
発
信
主
義
・
到
達
主
義
の
問
題
は
、

こ
の
よ
う
に
意
思
表
示
の
理
解
そ
の
も
の
に
も
関
係
す
る
の
で

あ
る
。

関
連
条
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
曽
野
和
明
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
三
号
（
昭
和

五
八
年
）
に
よ
る
）

第
一
九
条
ω
申
込
に
対
す
る
承
諾
を
意
図
し
た
応
答
で
あ

　
っ
て
も
、
申
込
の
内
容
へ
の
付
加
、
削
除
そ
の
他
の
変
更
を

　
加
え
て
い
る
も
の
は
、
申
込
の
拒
絶
で
あ
り
、
反
対
申
込
と

　
な
る
。

　
②
　
し
か
し
な
が
ら
、
申
込
に
対
す
る
承
諾
を
意
図
し
た
応

　
答
が
、
付
加
的
条
件
や
異
な
っ
た
条
件
を
加
え
て
い
て
も
、

　
申
込
中
の
条
件
を
実
質
的
に
変
更
す
る
も
の
で
な
い
場
合
に

　
は
、
申
込
者
が
遅
滞
な
く
そ
の
相
違
に
口
頭
で
異
議
を
述
べ
、

　
又
は
そ
の
旨
の
通
知
を
発
し
な
い
か
ぎ
り
、
承
諾
と
な
る
。

　
申
込
老
が
異
議
を
述
べ
な
い
場
合
に
は
、
申
込
の
内
容
を
当

　
該
承
諾
中
に
含
ま
れ
た
条
件
に
よ
っ
て
修
正
し
た
も
の
が
、

　
契
約
条
件
と
な
る
。

第
二
一
条
ω
　
遅
延
し
た
承
諾
と
い
え
ど
も
、
申
込
者
が
有

　
効
な
承
諾
と
し
て
取
り
扱
う
旨
を
遅
滞
な
く
相
手
方
に
口
頭

56
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で
通
告
す
る
か
、
又
は
そ
の
旨
の
通
知
を
発
し
た
場
合
に
は
、

　
承
諾
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。

　
②
　
遅
延
し
た
承
諾
を
含
む
書
簡
そ
の
他
の
書
面
が
、
通
常

　
の
通
信
状
況
で
あ
れ
ぱ
適
切
な
時
期
に
申
込
者
に
到
達
し
た

　
で
あ
ろ
う
状
況
の
下
で
発
送
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

　
き
は
、
申
込
老
が
、
遅
滞
な
く
相
手
方
に
対
し
て
、
申
込
が

　
す
で
に
失
効
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
旨
を
口
頭
で
通
告
す

　
る
か
、
又
は
、
そ
の
旨
の
通
知
を
発
し
な
い
か
ぎ
り
、
遅
延

　
し
た
承
諾
で
あ
っ
て
も
、
承
諾
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。

第
二
七
条
　
こ
の
条
約
第
三
部
に
別
段
の
明
示
の
定
め
が
な
い

　
か
ぎ
り
、
当
事
老
が
、
通
知
、
要
求
そ
の
他
の
通
信
を
、
こ

　
の
条
約
第
三
部
の
規
定
に
従
い
、
か
つ
、
状
況
に
応
じ
た
適

　
切
な
方
法
で
行
っ
た
と
き
は
、
通
信
の
伝
達
に
遅
延
若
し
く

　
は
誤
り
が
生
じ
た
り
、
そ
れ
が
到
達
し
な
く
と
も
、
そ
の
当

　
事
老
は
、
当
該
通
知
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
主
張
し
得
る
権

　
利
を
奪
わ
れ
な
い
。

第
四
七
条
　
ω
　
買
主
は
、
売
主
に
よ
る
義
務
の
履
行
の
た
め

　
に
、
合
理
的
な
長
さ
の
付
加
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
　
当
該
付
加
期
間
内
に
履
行
を
行
う
意
思
が
な
い
旨
の
売

　
主
か
ら
の
通
知
を
受
け
取
っ
た
場
合
を
除
き
、
買
主
は
、
そ

　
め
期
間
中
、
契
約
違
反
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
救
済
を
も
求

　
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
買
主
は
、
こ
れ
に
よ
り
、

　
履
行
の
遅
滞
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
は
奪

　
わ
れ
な
い
。

第
四
八
条
　
ω
第
四
九
条
に
よ
る
制
限
の
下
で
、
売
主
は
、

　
引
渡
期
日
以
後
で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
費
用
に
よ
り
い
か
な

　
る
義
務
の
不
履
行
を
も
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

　
そ
れ
が
不
合
理
な
遅
延
を
招
く
こ
と
な
く
、
か
つ
、
員
主
に

　
不
合
理
な
不
便
を
強
い
た
り
、
買
主
の
前
払
い
出
費
に
つ
き

　
売
主
よ
り
償
還
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
の
不
安
を
生
ぜ
し
め

　
な
い
場
合
に
限
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
買
主
は
、
こ
の
条
約

　
に
定
め
ら
れ
た
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
を
失
わ
な
い
。

　
②
　
売
主
が
員
主
に
対
し
て
履
行
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
に

　
つ
き
問
合
わ
せ
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
買
主
が
合
理
的
な

　
期
閻
内
に
そ
れ
に
応
答
し
な
い
と
き
は
、
売
主
は
、
そ
の
問

　
合
わ
せ
中
で
示
し
た
期
間
内
に
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
期
間
中
、
買
主
は
、
売
主
の
履
行
と
両
立
し
な
い
救
済

　
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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㈹
　
一
定
の
期
問
内
に
履
行
を
行
う
旨
の
売
主
の
通
知
は
、

　
履
行
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
前
項
に
規
定
す
る

　
買
主
に
対
す
る
間
合
わ
せ
を
含
む
も
の
と
推
定
す
る
。

　
ω
　
本
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
売
主
の
問
合
わ

　
せ
又
は
通
知
は
、
買
主
が
受
領
し
な
い
限
り
そ
の
効
果
を
生

　
じ
な
い
。

第
六
三
条
　
ω
　
売
主
は
、
買
主
に
よ
る
義
務
の
履
行
の
た
め

　
に
、
合
理
的
な
長
さ
の
付
加
的
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
②
　
当
該
付
加
期
問
内
に
履
行
を
行
う
意
思
が
な
い
旨
の
買

　
主
か
ら
の
通
知
を
受
け
取
っ
た
場
合
を
除
き
、
売
主
は
、
そ

　
の
期
間
中
、
契
約
違
反
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
救
済
を
も
求

　
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
売
主
は
、
こ
れ
に
よ
り
、

　
履
行
の
遅
延
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
は
奪

　
わ
れ
な
い
。

第
六
五
条
　
ω
　
契
約
上
、
買
主
が
商
品
の
形
、
寸
法
そ
の
他

　
の
特
徴
を
指
定
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
合
意
さ
れ
た
期
日

　
又
は
売
主
か
ら
の
要
求
を
受
領
し
た
後
の
合
理
的
期
間
内
に
、

　
買
主
が
そ
の
仕
様
を
指
定
し
な
い
と
き
は
、
売
主
は
、
売
主

　
が
知
っ
て
い
る
買
主
の
必
要
性
に
従
っ
て
、
自
ら
仕
様
を
決

　
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
売
主
に
よ
る
こ
の
仕
様

　
の
決
定
は
、
売
主
が
有
し
て
い
る
他
の
権
利
を
奪
う
も
の
で

　
は
な
い
。

　
②
　
売
主
が
自
ら
仕
様
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
買
主
に
対

　
し
て
そ
の
詳
細
を
通
知
し
、
か
つ
、
買
主
が
そ
れ
と
異
な
る

　
仕
様
を
指
定
し
得
る
た
め
の
合
理
的
期
問
を
設
定
し
な
け
れ

　
ぱ
な
ら
な
い
。
買
主
が
、
か
か
る
通
知
を
受
領
し
た
後
、
設

　
定
さ
れ
た
期
間
内
に
、
異
な
っ
た
仕
様
を
指
定
し
な
い
場
合

　
に
は
、
売
主
の
決
定
し
た
仕
様
が
拘
束
力
を
持
つ
。

第
七
九
条
　
ω
　
不
履
行
に
陥
っ
た
当
事
老
は
、
相
手
方
に
対

　
し
て
、
障
害
の
存
す
る
こ
と
、
及
ぴ
、
そ
れ
が
自
己
に
よ
る

　
履
行
の
可
能
性
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
き
通
知
を
与
え
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
不
履
行
に
陥
っ
た
当
事
者
が
障
害
を
知
り
又

　
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
合
理
的
期
間
内
に
、
そ
の
通

　
知
が
相
手
方
に
よ
り
受
け
取
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
事
老

　
は
、
通
知
が
受
け
取
ら
れ
な
か
っ
た
結
果
生
ず
る
損
害
に
つ

　
い
て
責
任
を
負
う
。

ハ
ー
グ
条
約
（
谷
川
久
・
国
際
商
事
法
務
二
号
（
昭
和
四
九
年
）

錫



ウィーン条約の検討を通して（59）　一方的表示の効力発生時期

　
に
よ
る
）

第
三
九
条
　
ω
　
買
主
は
、
適
合
性
の
欠
快
を
発
見
し
た
後
、

　
又
は
発
見
す
べ
か
り
し
時
の
後
遅
滞
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て

　
の
通
知
を
売
主
に
対
し
て
与
え
な
い
と
き
に
は
、
物
品
の
適

　
合
性
の
欠
敏
を
援
用
す
る
権
利
を
失
う
。
第
三
八
条
に
規
定

　
す
る
物
品
の
検
査
に
よ
り
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
（
発
早

　
し
え
な
か
っ
た
）
理
疵
が
、
後
日
発
見
さ
れ
た
と
き
は
、
買

　
主
が
そ
の
発
見
後
遅
滞
な
く
、
理
疵
に
つ
い
て
の
通
知
を
売

　
主
に
対
し
て
与
え
た
場
合
に
限
り
、
買
主
は
、
な
お
、
そ
の

　
環
疵
を
援
用
し
う
る
。
物
品
の
適
合
性
の
欠
嵌
が
、
二
年
以

　
上
の
期
間
に
つ
い
て
の
保
証
の
違
反
と
な
ら
な
い
限
り
、
物

　
品
が
交
付
さ
れ
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
売
主
に
対
し
て
そ

　
れ
に
つ
い
て
の
通
知
が
与
え
ら
れ
な
い
と
き
は
、
如
何
な
る

　
場
合
に
も
、
買
主
は
、
物
品
の
適
合
性
の
欠
嵌
を
援
用
す
る

　
権
利
を
失
う
。

　
㈹
　
本
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
が
、
文
書
、
電
報
、
そ

　
の
他
適
当
な
手
段
に
よ
っ
て
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
か
か
る

　
通
知
の
延
着
又
は
そ
の
宛
所
へ
の
不
到
達
の
事
実
は
、
そ
れ

　
を
援
用
す
る
買
主
の
権
利
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
。

（
1
）
　
星
野
英
一
「
編
纂
過
程
か
ら
見
た
民
法
拾
遺
」
法
学
協
会

雑
誌
八
二
巻
三
号
、
五
号
（
昭
和
四
一
年
）
（
同
・
民
法
論
集
第

　
一
巻
（
昭
和
四
六
年
）
所
収
）
、
注
釈
民
法
㈹
二
四
四
頁
（
高
津

　
幸
一
）
（
昭
和
四
八
年
）
。

（
2
）
　
民
法
主
査
会
第
二
一
回
議
事
速
記
録
・
商
事
法
務
研
究

会
・
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
（
1
3
）
六
六
六
頁
（
昭
和
六
三

年
）
。

（
3
）
　
追
認
は
取
消
権
の
放
棄
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
前
出
注
（
2
）
六
六
九
頁
。

（
5
）
　
前
掲
六
八
七
頁
。

（
6
）
　
星
野
・
前
出
注
（
1
）
民
法
論
集
第
一
巻
二
一
二
頁
。

（
7
）
　
例
え
ぱ
、
我
妻
栄
・
新
訂
民
法
総
則
（
昭
和
四
〇
年
）
三

　
一
六
頁
。

（
8
）
O
葦
＆
Z
き
昌
ω
O
o
ミ
雪
昌
8
昌
O
畠
旨
誉
房
｛
o
『
穿
①

巨
8
昌
き
o
量
一
〇
〇
巴
①
o
｛
Ω
o
o
宗
一
≦
①
昌
凹
H
o
竃
彗
｝
と

　
＞
肩
－
岩
o
o
g
o
彗
9
竺
丙
①
8
邑
ω
一
〇
〇
〇
冒
一
雪
け
ω
o
｛
亭
①

　
O
o
昌
守
『
①
目
o
o
印
目
旦
ω
巨
昌
冒
芭
『
く
宛
①
o
o
『
庄
ω
o
｛
吋
す
①
～
－
①
目
団
H
＜

　
竃
①
o
巨
目
胴
ω
與
目
〇
一
す
⑦
竃
①
①
匡
目
O
q
ω
O
｝
一
フ
①
】
≦
凹
－
目
0
9
旨
目
己
ヰ
ω
⑦
9

　
H
竃
－
二
p
ω
8
．

（
9
）
く
昌
O
竃
∋
∋
胃
胃
＼
ω
o
≡
o
〔
巨
ユ
①
員
穴
o
昌
∋
昌
訂
H

　
昌
昌
目
ま
9
；
9
昌
∈
z
－
六
凶
＝
守
8
享
し
竃
o
二
ω
』
昌
1

（
1
0
）
　
匡
o
…
o
亘
q
3
弐
9
§
－
凹
名
｛
o
『
－
巨
①
『
目
閏
巨
o
冨
－
ω
巴
鶉

　
N
ま
＆
二
畠
旨
二
〇
．
N
3
．

ω
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（
n
）
　
入
手
が
遅
れ
た
た
め
必
ず
し
も
充
分
な
検
討
。
を
し
て
い
な

　
い
が
、
z
o
冒
ω
色
凹
9
0
」
①
N
冒
o
q
凹
コ
o
q
ω
一
〕
o
o
o
『
津
－
①
q
斥
o
岸
く
o
目

　
…
葦
①
自
自
目
o
q
冒
目
與
9
o
彗
向
－
目
序
巨
庁
＝
昌
｝
凹
凹
①
目
胃
宍
”
ζ
｛
－

①
目
鶉
g
N
雪
冒
o
畠
g
守
∋
⊂
z
－
宍
彗
骨
①
詔
貝
H
竃
N
．
は
、
検

討
の
対
象
を
、
①
契
約
を
締
結
す
る
た
め
の
表
示
、
②
（
契
約

内
容
を
）
具
体
的
す
る
た
め
の
表
示
、
③
契
約
障
害
の
通
知
、

④
法
的
救
済
を
求
め
る
た
め
の
通
知
に
分
け
る
。
な
ぜ
こ
の
よ

　
う
な
分
類
を
す
る
の
か
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
、

お
そ
ら
く
通
知
の
目
的
を
考
え
た
分
類
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

筆
老
は
、
本
文
で
述
ぺ
た
よ
う
に
、
通
知
自
体
が
目
的
と
な
る

と
き
と
表
示
者
の
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る

と
き
に
分
け
れ
ぱ
充
分
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
方
が
問
題
の
本

質
が
よ
り
見
え
て
く
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
專
任
講
師
）
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