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申
込
概
念
の
発
達
　
　
約
束
と
契
約
の
交
錯

序

　
前
稿
に
お
い
て
筆
老
は
、
契
約
の
構
成
要
素
で
あ
る
申
込
が
、

契
約
と
は
異
な
る
「
約
束
」
（
＜
Φ
易
肩
①
9
9
）
に
由
来
す
る
こ

　
　
　
　
（
1
）

と
を
指
摘
し
た
。
約
東
と
は
（
原
則
と
し
て
）
片
務
的
な
単
独

行
為
で
あ
り
、
元
来
は
契
約
と
は
別
個
の
債
権
発
生
原
因
と
し

て
独
自
の
理
論
を
有
し
て
い
た
が
、
自
然
法
学
老
　
　
特
に
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
、
契
約
の
拘
束
力
を
説
明
す
る
た

め
に
、
契
約
は
（
一
つ
ま
た
は
複
数
の
）
約
束
お
よ
び
そ
れ
に

対
す
る
承
諾
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

契
約
は
申
込
と
承
諾
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
理
論
へ
と
発

展
し
て
い
く
が
、
そ
の
週
程
で
約
束
理
論
は
法
律
行
為
論
や
契

滝
　
　
沢

昌
　
　
彦

　
　
　
　
　
　
（
2
）

約
理
論
に
吸
収
さ
れ
、
独
自
の
債
権
発
生
原
因
と
し
て
の
約
束

概
念
は
消
滅
す
る
。
こ
う
し
て
債
権
発
生
原
因
は
整
理
さ
れ
、

そ
の
代
償
と
し
て
そ
の
多
様
性
が
失
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
無

理
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
－
こ
れ
が
前
稿
以
来
の
筆
者
の

問
題
意
識
で
あ
る
。

　
前
稿
で
は
自
然
法
学
者
の
諸
著
作
に
続
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン

一
般
ラ
ン
ト
法
（
A
L
R
）
（
一
七
九
四
年
）
他
の
諸
立
法
に
も

多
少
言
及
し
た
が
、
全
く
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
前
稿
を
補
充
す
る
た
め
、
A
L
R
に
お
け
る
約
束

概
念
を
、
ド
イ
ッ
民
法
（
B
G
B
）
（
一
九
〇
〇
年
）
に
お
け
る

申
込
概
念
と
対
比
さ
せ
て
検
討
し
、
約
束
が
申
込
へ
と
発
達
す

る
過
程
の
一
端
な
り
と
も
を
解
明
し
た
い
。
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41）　申込概念の発達一約東と契約の交錯

　
先
ず
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
自
然
法
学
期
に
お
け
る
約
束
概

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

念
を
要
約
し
て
お
く
。

①
約
束
は
F
方
的
な
意
思
表
示
で
あ
り
、
双
方
的
な
合
意
を

含
む
契
約
と
は
区
別
さ
れ
る
。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
・
ヴ
ォ

ル
フ
は
、
契
約
は
（
一
つ
ま
た
は
複
数
の
）
約
束
よ
り
な
る
と

解
ガ
苧

②
約
束
が
効
力
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
相
手
方
が
約
束
を
承

諾
す
る
必
要
が
あ
る
。

③
約
束
は
、
宣
誓
等
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
な
い
限
り
一

自
由
に
撤
回
で
き
る
。
し
か
し
、
承
諾
さ
れ
れ
ば
、
も
は
や
撤

回
は
許
さ
れ
な
い
。

④
承
諾
は
、
原
則
と
し
て
な
さ
れ
れ
ば
足
り
る
が
（
発
信
主

義
）
、
例
外
的
に
、
双
務
的
な
約
束
の
と
き
に
は
到
達
が
必
要
と

さ
れ
る
（
到
達
主
義
）
。

A
L
R
に
お
け
る
約
束
概
念
は
、
基
本
的
に
は
右
の
よ
う
な
伝

統
を
受
け
継
い
で
い
る
。

二
　
約
束

1
　
効
力

（
申
込
）

　
A
L
R
に
お
い
て
は
、
約
束
は
、
そ
れ
が
承
諾
さ
れ
れ
ぱ
契

約
が
効
力
を
生
じ
る
（
A
L
R
．
第
一
部
第
五
章
四
条
、
七
九
条

－
な
お
、
末
尾
に
A
L
R
と
B
G
B
の
関
連
条
文
の
訳
を
掲

げ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
）
。
B
G
B
に
お
い
て
も
、
明
文
．
は

な
い
が
、
申
込
が
承
諾
さ
れ
れ
ぱ
契
約
が
成
立
す
る
。
こ
の
占
一

で
、
A
L
R
に
お
け
る
約
束
と
B
G
B
に
お
け
る
申
込
は
ほ
ぼ

対
応
す
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
差
も
あ
る
。

　
A
L
R
に
お
い
て
は
、
約
東
は
、
他
人
に
権
利
を
移
転
す
る
、

ま
た
は
自
分
が
拘
束
さ
れ
る
意
思
の
表
示
で
あ
る
と
定
義
さ
れ

る
の
で
（
二
条
）
、
売
買
契
約
の
よ
う
な
双
務
契
約
に
は
約
束
が

二
つ
必
要
と
な
る
（
目
的
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
約
束
と
代

金
を
支
払
う
約
束
）
。
そ
し
て
、
約
束
は
約
束
者
の
負
う
債
務

の
み
を
内
容
と
す
る
の
で
、
右
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

双
務
契
約
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
約
東
の
内
容
は
、
契
約

内
容
の
一
部
し
か
表
現
し
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
約
束
は
、

契
約
類
型
に
縛
ら
れ
な
い
無
名
行
為
で
あ
る
（
二
条
参
照
）
。

　
こ
れ
に
対
し
、
B
G
B
に
お
け
る
申
込
は
、
債
務
を
負
担
す

る
旨
の
意
思
表
示
と
い
う
性
格
は
薄
れ
て
契
約
締
結
へ
の
提
案

と
し
て
の
意
味
し
か
な
い
の
で
、
双
務
契
約
に
お
い
て
も
、
申
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込
は
一
つ
で
済
む
。
そ
の
代
わ
り
、
そ
れ
は
、
契
約
内
容
の
構

成
要
素
を
す
べ
て
含
ん
で
い
な
け
れ
ぱ
効
力
を
生
じ
な
い
（
右

の
売
買
契
約
の
例
で
は
、
目
的
物
の
所
有
権
移
転
と
代
金
の
支

払
と
が
最
低
限
必
要
で
あ
る
）
。
そ
う
で
な
い
と
き
は
、
拘
束
，

力
が
な
い
（
1
1
撤
回
可
能
な
）
申
込
と
な
る
の
で
は
な
く
、
そ

も
そ
も
申
込
と
し
て
の
効
力
が
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

点
に
関
し
て
B
G
B
第
一
草
案
七
八
条
は
、
契
約
が
効
力
を
生

じ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
契
約
内
容
の
最
低
限
度
1
い
わ

ゆ
る
契
約
の
「
要
素
」
－
を
法
定
し
、
八
○
条
は
、
七
八
条

を
受
け
て
、
申
込
は
最
低
限
「
要
素
」
を
含
ま
な
け
れ
ば
申
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

老
を
拘
束
し
な
い
と
し
て
い
た
。
現
行
の
一
五
四
条
、
一
五
五

条
は
、
契
約
が
効
力
を
生
じ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
契
約
内

容
の
最
低
限
度
を
当
事
老
の
意
思
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
変
更

は
第
二
草
案
の
段
階
で
な
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
第
一
草
案
ψ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

内
容
を
実
質
的
に
変
更
す
る
意
図
は
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
B
G
B
に
お
け
る
申
込
は
、
最
低
限
、
当
該
契

約
類
型
に
要
求
さ
れ
て
い
る
「
要
素
」
を
す
べ
て
ふ
く
ん
で
い

な
け
れ
ぱ
効
力
を
生
じ
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
も
ち

ろ
ん
無
名
契
約
を
み
と
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
）
。

　
右
の
よ
う
に
約
東
は
申
込
と
は
性
格
が
異
な
つ
て
い
る
が
、

A
L
R
に
お
け
る
約
束
は
、
申
込
に
接
近
す
る
面
も
持
つ
。
前

述
の
よ
う
に
、
売
買
契
約
の
よ
う
な
双
務
契
約
で
は
約
束
が
二

つ
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
目
的
物
の
所
有

権
を
移
転
す
る
約
束
が
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
代

金
を
支
払
う
よ
う
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
買
主
の
側

の
承
諾
も
、
所
有
権
移
転
の
約
束
に
対
す
る
承
諾
で
あ
る
と
同

時
に
、
代
金
支
払
の
約
東
と
し
て
の
意
味
も
持
つ
。
A
L
R
八

二
条
は
、
一
方
が
要
求
し
他
方
が
応
じ
る
と
き
に
は
、
第
一
の

側
が
さ
ら
に
承
諾
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
し
て
、
承
諾
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

先
行
し
て
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
、
右
の
場
合
、
売
主
が

さ
ら
に
承
諾
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
と
き
、
最
初
の
、
売
主

の
側
の
約
束
は
、
実
際
に
は
申
込
と
極
め
て
似
た
も
の
と
な
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
表

示
が
、
自
分
の
側
の
約
束
と
（
相
手
方
の
約
束
に
対
す
る
）
承

諾
と
を
兼
ね
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
片
方
の
約
束
の

み
が
承
諾
さ
れ
て
効
力
を
生
じ
、
反
対
給
付
の
約
束
は
承
諾
さ

れ
な
い
と
い
う
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
2
　
拘
束
力



約束と契約の交錯143）　申込概念の発達

　
A
L
R
に
お
い
て
は
、
申
込
者
が
承
諾
の
た
め
の
期
間
を
設

定
し
た
と
き
は
、
申
込
老
は
、
こ
の
期
間
内
は
申
込
を
撤
回
で

　
（
8
〕

き
な
い
（
九
一
条
、
　
一
〇
三
条
。
A
L
R
九
一
条
以
下
に
お
い

て
は
、
約
束
と
同
じ
意
味
で
「
申
込
」
（
＞
鼻
冨
①
q
）
と
い
う
用
語

が
使
わ
れ
て
い
る
）
。
承
諾
期
問
を
設
定
し
な
い
場
合
は
、
①

口
頭
に
よ
る
申
込
に
対
し
て
は
即
時
に
（
九
四
条
）
、
②
文
書
に

よ
る
と
き
は
二
四
時
間
以
内
に
（
九
五
条
）
、
③
郵
便
ま
た
は
使

老
に
よ
る
と
き
は
通
信
に
必
要
な
期
間
内
に
（
九
六
条
な
い
し

一
〇
〇
条
）
、
④
法
人
等
に
対
す
る
申
込
の
と
き
は
意
思
決
定

に
必
要
な
期
間
内
に
（
一
〇
一
条
）
、
承
諾
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
の
で
＾
承
諾
期
問
を
設
定
し
な
い
場
合
の
申
込
の
拘
束
力
は

そ
れ
程
強
い
も
の
で
は
な
い
。
B
G
B
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様

で
あ
り
、
申
込
者
が
承
諾
期
間
を
設
定
し
た
と
き
は
、
こ
の
期

間
内
は
申
込
を
撤
回
で
き
な
い
が
（
一
四
六
条
、
一
四
八
条
）
、

承
諾
期
間
を
設
定
し
な
い
と
き
は
、
①
対
話
者
間
に
お
い
て
は

即
時
に
（
一
四
七
条
一
項
）
、
②
隔
地
老
間
に
お
い
て
は
通
信
に

必
要
な
期
間
内
に
（
同
条
二
項
）
、
承
諾
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
B
G
B
一
四
五
条
は
申
込
の
拘
東
力
を
広

く
一
般
的
に
認
め
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
B
G
B
に
お
い
て
も
、

中
込
の
拘
東
力
が
実
質
的
に
意
味
を
持
つ
の
は
承
諾
期
間
が
設

定
さ
れ
た
と
き
の
み
で
あ
る
。

　
右
の
期
間
内
に
承
諾
が
到
達
し
な
い
と
き
、
A
L
R
に
お
い

て
は
、
申
込
者
は
申
込
を
撤
回
で
き
る
（
一
〇
三
条
）
。
も
っ
と

も
後
に
は
、
申
込
が
失
効
す
る
と
い
、
つ
解
釈
も
現
れ
た
よ
う
で

（
9
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
B
G
B
に
お
い
て
は
、
申
込
は
、
承
諾

期
間
の
経
過
と
と
も
に
当
然
に
失
効
す
る
（
一
四
六
条
）
。
理

由
書
に
お
い
て
は
、
申
込
の
拘
束
力
は
な
く
な
る
が
、
申
込
に

対
し
て
承
諾
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
説
は
、
取
引
上
の

通
念
に
も
申
込
老
の
通
常
の
意
思
に
も
合
わ
な
い
と
批
判
さ
れ

　
＾
m
）

て
い
る
。
承
諾
期
問
の
設
定
は
、
そ
の
間
申
込
を
撤
回
で
き
な

く
す
る
点
に
意
味
が
あ
る
の
で
、
期
間
経
過
と
と
も
に
申
込
は

当
然
に
失
効
す
る
と
す
る
こ
と
は
、
申
込
の
効
力
と
申
込
の
拘

束
力
と
の
混
同
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
申
込
が

約
束
と
し
て
の
性
格
を
失
い
、
契
約
締
結
の
単
な
る
き
っ
か
け

に
し
か
過
ぎ
な
く
な
れ
ぱ
、
承
諾
期
間
が
経
過
す
れ
ぱ
申
込
の

使
命
は
終
了
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
の
A
L
R
と
B
G
B
の
差
は
、
申
込
が
承
諾
期
間
経
過
後

に
到
達
し
た
と
き
の
扱
い
に
関
係
す
る
（
後
述
）
。
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一
一
一
承
諾

　
1
　
契
約
の
成
立
時
期

　
A
L
R
に
お
い
て
は
、
意
思
表
示
一
般
に
つ
い
て
効
力
の
発

生
時
期
を
定
め
た
条
文
は
な
い
。
契
約
の
成
立
時
期
に
つ
い
て

は
承
諾
の
発
信
時
と
さ
れ
（
八
○
条
、
一
〇
二
条
）
、
い
わ
ゆ
る

発
信
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
発
信
時
に
お
い
て
既
に
意
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

の
一
致
は
あ
る
か
ら
、
と
説
明
さ
れ
る
が
、
承
諾
が
到
達
し
な

い
段
階
で
双
方
的
な
合
意
が
あ
る
と
解
す
る
の
は
無
理
で
は
な

い
か
。
む
し
ろ
、
申
込
は
約
束
と
し
て
効
力
を
有
し
、
承
諾
が

要
求
さ
れ
る
の
は
「
意
思
の
一
致
」
の
た
め
で
は
な
く
、
承
諾

者
に
権
利
を
「
押
し
つ
け
る
」
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
承
諾

老
の
「
受
益
の
意
思
表
示
」
が
必
要
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
発
信
主
義
が
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
し
、

自
然
法
学
に
お
い
て
は
、
片
務
的
な
約
束
に
対
す
る
承
諾
に
つ

い
て
は
発
信
時
、
双
務
的
な
と
き
は
到
達
時
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に

A
L
R
に
お
い
て
も
、
①
承
諾
期
聞
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き

は
そ
の
期
間
内
に
、
②
承
諾
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
と
き

は
（
原
則
と
し
て
）
通
信
に
必
要
な
期
問
内
に
、
承
諾
が
到
達

し
な
け
れ
ぱ
、
申
込
老
は
申
込
を
撤
回
で
き
る
（
一
〇
三
条
）
。

す
な
わ
ち
、
A
L
R
に
お
け
る
発
信
主
義
は
、
承
諾
の
到
達
が

不
要
で
あ
る
と
す
る
発
信
主
義
で
は
な
い
。
そ
し
て
後
に
は
、

こ
の
条
文
を
手
掛
か
り
に
、
承
諾
の
到
達
時
が
契
約
の
成
立
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
あ
る
と
す
る
判
例
・
学
説
が
有
力
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
B
G
B
に
お
い
て
は
、
先
ず
、
隔
地
老
間
に

お
け
る
意
思
表
示
一
般
に
つ
い
て
到
達
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る

（
二
二
〇
条
。
発
信
主
義
・
到
達
主
義
の
対
立
は
対
話
老
間
で

は
意
味
が
な
い
の
で
、
以
下
で
は
隔
地
老
閻
を
前
提
と
し
て
議

論
す
る
）
。
な
お
、
B
G
B
第
一
草
案
七
四
条
一
項
は
、
明
示
の

意
思
表
示
は
相
手
方
に
到
達
し
た
時
に
効
力
を
生
じ
、
黙
示
の

と
き
は
相
手
方
が
知
っ
た
時
に
効
力
を
生
じ
る
と
し
て
、
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

の
場
合
と
黙
示
の
場
合
と
を
区
別
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き

理
由
書
は
、
明
示
の
意
思
表
示
は
相
手
方
が
認
識
し
な
け
れ
ば

効
力
を
生
じ
な
い
と
い
う
原
則
を
た
て
た
上
で
、
し
か
し
、
現

実
に
認
識
す
る
か
否
か
は
相
手
方
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
多
い
の
で
、
例
え
ぱ
、
手
紙
を
受
領
し
て
も
読
ま
な
い
と
効

力
が
発
生
し
な
い
。
こ
れ
で
は
取
引
上
の
要
請
に
合
わ
な
い
の
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で
、
現
実
に
認
識
し
た
時
で
は
な
く
、
到
達
し
た
時
を
採
用
し

た
圭
言
う
。
黙
示
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
行
為
が
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
M
）

だ
け
で
は
不
充
分
で
、
相
手
方
が
知
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

以
上
の
説
明
か
ら
す
れ
ぱ
、
理
由
書
は
、
特
に
明
示
の
意
思
表

示
と
黙
示
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
効
力
発
生
時
期
に
差
を
設
け

る
意
図
は
な
く
、
た
だ
単
に
、
黙
示
の
意
思
表
示
の
と
き
に
は
、

相
手
方
が
認
識
し
た
時
と
相
手
方
に
到
達
し
た
時
と
を
区
別
し

て
考
え
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
事
実
、
黙
示
の

表
示
に
つ
い
て
、
相
手
方
が
そ
れ
を
知
っ
た
時
と
相
手
方
に
到

達
し
た
時
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
）
。
そ
し
て
第
二
草
案

に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
第
一
草
案
を
支
持
し
つ
つ
、
明
示
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

黙
示
の
区
別
を
廃
し
て
到
達
主
義
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
B
G
B
に
お
い
て
は
、
契
約
の
成
立
時
期
に
つ
い
て

は
特
別
の
条
文
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
二
二
〇
条
の
到
達
主
義

が
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
第
一
草
案
理
由
書
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

発
信
主
義
を
採
用
し
て
い
た
当
時
の
ド
イ
ツ
商
法
三
二
一
条
を

批
判
し
て
、
申
込
の
受
領
老
は
自
分
の
行
為
（
1
－
承
諾
）
に
よ

っ
て
契
約
の
効
力
発
生
時
期
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も

自
分
（
H
承
諾
者
）
は
承
諾
が
到
達
す
る
前
に
撤
回
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
で
き
る
の
で
（
第
一
草
案
七
四
条
二
項
）
、
契
約
に
即
時
（
1
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

発
信
時
）
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
批
判
す
る
。
第

二
草
案
議
事
録
は
｝
ド
イ
ツ
商
法
三
二
一
条
は
意
思
表
示
一
般

に
つ
い
て
の
見
解
の
対
立
の
妥
協
の
産
物
で
あ
り
、
一
般
原
則

を
（
到
達
主
義
と
）
定
め
た
以
上
は
、
そ
れ
と
異
な
る
規
制
を

す
る
必
要
は
な
い
、
発
信
主
義
を
す
べ
て
の
物
権
的
契
約
に
妥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

当
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
。
第
一
草
案
と
第
二
草
案

と
の
態
度
の
差
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
第
二
草
案
は
、
意

思
表
示
一
般
に
つ
い
て
の
到
達
主
義
が
そ
の
ま
ま
契
約
の
成
立

時
期
に
つ
い
て
も
通
用
す
る
と
考
え
て
い
る
が
、
第
一
草
案
に

お
い
て
は
、
（
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
）
契
約
の
成
立
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
て
の
特
別
の
条
文
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
議
論
も
、
意
思
表

示
の
一
般
原
則
と
は
区
別
し
て
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
申
込

が
約
束
と
し
て
の
性
格
を
失
う
に
従
っ
て
、
承
諾
も
、
一
般
的

な
意
思
表
示
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
二
草
案
が
物

権
的
契
約
を
意
識
し
て
、
発
信
主
義
を
拒
否
し
た
点
も
示
唆
的

で
あ
る
。

　
2
　
意
思
実
現

　
意
思
実
現
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
黙
示
の
承
諾
と
の
関
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係
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
黙
示
の
承
諾
は
普
通
の

（
相
手
方
の
あ
る
）
意
思
表
示
で
あ
る
の
で
ー
効
力
が
生
じ

る
た
め
に
は
相
手
方
へ
の
到
達
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
は
別
と

し
て
も
ー
少
な
く
と
も
■
到
達
を
予
定
す
る
行
為
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
意
思
実
現
は
、
－
そ
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
必
要

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
｛
意
思
実
現
の
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら

れ
る
商
品
の
発
送
や
代
金
の
送
付
等
は
、
黙
示
の
承
諾
と
し
て

も
説
明
で
き
、
む
し
ろ
、
送
ら
れ
た
商
品
の
消
費
や
第
三
者
へ

の
給
付
等
が
「
固
有
の
」
意
思
実
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な

お
、
不
作
為
、
す
な
わ
ち
申
込
み
に
対
す
る
沈
黙
が
承
諾
と
。
し

て
の
効
力
を
有
す
る
か
は
、
難
し
い
特
殊
な
問
題
を
含
む
の
で
、

本
稿
で
は
原
則
と
し
て
扱
わ
な
い
。

　
A
L
R
に
お
い
て
は
、
承
諾
を
前
提
と
す
る
行
為
は
承
諾
と
．

し
て
通
用
す
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
（
八
一
条
）
。

条
文
の
文
理
か
ら
は
固
有
の
意
思
実
現
を
も
含
む
は
ず
で
脇
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
、
テ
キ
ス
ト
等
で
は
黙
示
の
承
諾
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

意
思
実
現
と
黙
示
の
承
諾
の
差
は
、
余
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
八
一
条
が
適

用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
特
に
制
限
が
な
い
。

　
B
G
B
に
お
い
て
は
、
取
引
慣
習
上
表
示
が
不
要
と
さ
れ
る

と
き
、
ま
た
は
申
込
老
が
表
示
を
不
要
と
す
る
と
き
は
、
表
示

を
し
な
い
で
、
申
込
み
を
承
諾
で
き
る
と
さ
れ
る
（
一
五
一

条
）
。
こ
れ
は
当
然
、
固
有
の
意
思
実
現
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

の
点
に
関
し
て
B
G
B
第
一
草
案
八
六
条
は
、
申
込
老
が
許
す

と
き
は
承
諾
は
黙
示
で
も
よ
い
、
こ
の
と
き
は
申
込
老
が
承
諾

を
知
る
必
要
は
な
い
と
規
定
し
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
。
第
一

草
案
は
意
思
表
示
の
一
般
論
。
と
し
て
は
、
黙
示
の
意
思
表
示
は

相
手
方
が
知
っ
た
時
に
効
力
を
生
じ
る
と
し
て
い
た
の
で
（
七

四
条
一
項
）
、
八
六
条
は
例
外
と
な
る
。
同
条
二
項
は
黙
示
の

承
諾
が
許
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
申
込
者
が
即
時
の
給
付
を
求

め
た
と
き
と
、
申
込
老
が
返
答
（
＞
目
蔓
o
6
を
不
要
と
し
た

と
き
を
挙
げ
る
。
理
由
書
に
よ
れ
ぱ
、
前
者
の
例
と
し
て
は
注

文
書
に
よ
る
売
買
契
約
の
申
込
、
後
老
の
例
と
し
て
は
申
込
と

同
時
に
履
行
を
す
る
こ
と
（
具
体
例
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

売
主
が
商
品
を
送
り
つ
け
て
売
買
契
約
の
申
込
を
す
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

場
合
か
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
後
老
の
例
か

ら
1
「
黙
示
の
承
諾
」
と
い
う
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
ー

八
六
条
は
固
有
の
意
思
実
現
を
も
含
む
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
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て
理
由
書
は
八
六
条
の
立
法
趣
旨
と
し
て
、
承
諾
を
黙
示
で
す

る
こ
と
は
一
般
的
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
例
外
的
に
申
込
老
が
許

し
た
と
き
の
み
に
で
き
る
、
ま
た
、
承
諾
を
黙
示
で
す
る
こ
と

を
許
す
こ
と
は
返
答
を
不
要
と
す
る
趣
旨
を
含
む
の
で
、
申
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

老
が
承
諾
を
知
る
必
要
は
な
い
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
黙

示
の
表
示
と
到
達
を
要
し
な
い
表
示
と
は
別
で
あ
る
と
い
う
批

　
　
　
（
蝸
〕

判
が
さ
れ
、
第
二
草
案
の
段
階
で
、
ほ
ぼ
現
行
一
五
一
条
の
よ

う
に
改
め
ら
れ
た
。
第
二
草
案
議
事
録
で
は
、
第
一
草
案
八
六

条
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
黙
示
の
承
諾
が
許
さ
れ
る
か

を
法
律
で
定
め
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
な
と
き

に
承
諾
を
申
込
者
に
対
し
て
表
示
す
る
必
要
が
な
い
か
を
定
め

る
べ
き
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
他
方
、
承
諾
を
全
く
不
要

と
し
て
、
申
込
を
受
け
た
老
は
何
ら
承
諾
を
す
る
こ
と
な
く
、

い
き
な
り
履
行
を
請
求
で
き
る
と
す
る
案
も
否
定
さ
れ
、
現
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

の
よ
う
な
形
に
落
ち
着
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
過
程
か
ら
も
、

黙
示
の
承
諾
と
固
有
の
意
思
実
現
の
差
が
徐
々
に
意
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
で
は
何
故
到
達
は

必
要
で
な
い
の
に
、
（
相
手
方
に
到
達
も
し
な
い
）
承
諾
を
す
る

必
要
が
あ
る
の
か
。
議
事
録
は
契
約
締
結
の
本
質
か
ら
説
明
し

　
　
　
　
　
（
2
7
）

よ
う
と
す
る
が
、
説
得
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
、
申
込
を
約

束
と
し
て
捉
え
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
意
思
の
一
致
」
で

は
な
く
「
受
益
の
意
思
表
示
」
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
3
　
期
問
内
に
承
諾
が
到
達
し
な
い
場
合

　
A
L
R
に
お
い
て
は
、
承
諾
期
問
内
ま
た
は
通
信
に
必
要
な

期
間
内
に
承
諾
が
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
込
者
は
申
込
を
撤

回
で
き
る
（
一
〇
三
条
）
。
し
か
し
、
撤
回
す
る
旨
を
通
知
す
る

必
要
が
あ
り
（
一
〇
四
条
）
、
通
知
を
せ
ず
、
し
か
も
相
手
方
が

適
切
な
時
期
に
承
諾
を
発
信
し
て
い
た
と
き
は
、
相
手
方
が
履

行
の
準
備
の
た
め
に
被
っ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
（
一
〇
五
条
）
。
逆
に
言
え
ぱ
、
損
害
を
暗
償
す
れ
ば
撤
回
で

き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
は
、
後
述
の
B
G
B
一
四

九
条
と
は
異
な
り
、
承
諾
が
期
間
経
過
後
に
到
達
し
た
と
き
だ

け
で
は
な
く
、
承
諾
が
全
く
到
達
し
な
か
っ
た
と
き
も
含
む
こ

と
に
な
る
。
A
L
R
で
は
発
信
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
、

承
諾
を
期
問
内
に
発
信
し
契
約
は
成
立
し
た
と
信
じ
て
い
る
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

手
方
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
B
G
B
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
期
閻
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経
過
後
は
申
込
は
失
効
す
る
（
一
四
六
条
）
。
し
か
し
、
期
間
経

過
後
に
到
達
し
た
承
諾
は
全
く
法
的
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は

な
く
、
新
た
な
申
込
と
し
て
の
効
力
を
持
ち
、
第
一
の
申
込
老

は
、
こ
れ
に
対
し
て
承
諾
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
を
成
立

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
五
〇
条
）
。
期
問
経
過
後
に
到
達

し
た
承
諾
で
も
、
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
表
示
を
含
む
か

　
　
　
　
　
＾
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ら
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
期
間
経
過
後
に
到
達
し
た
承
諾
が

通
常
で
あ
れ
ぱ
期
間
内
に
到
達
し
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
申

込
老
に
わ
か
る
と
き
は
、
申
込
老
は
、
承
諾
が
延
着
し
た
旨
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
通
知
を
し
な
い
と
き
は
契
約
が
成
立

す
る
（
一
四
九
条
）
。
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
通
知
の
解
怠
そ
れ
自

体
の
効
果
と
し
て
は
損
害
賠
償
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

取
引
上
不
充
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
期
問
内
に
到
達
し

う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
申
込
老
に
わ
か
る
場
合
に
限
定
し
た

の
は
、
そ
う
で
な
い
と
申
込
考
は
、
承
諾
が
期
間
経
過
後
に
到

達
し
た
と
き
は
、
常
に
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

な
る
か
ら
で
あ
る
と
言
い
、
A
L
R
一
〇
五
条
を
批
判
す
る
。

し
か
し
A
L
R
に
お
い
て
は
、
B
G
B
と
異
な
り
、
期
問
が
経

過
す
れ
ば
申
込
が
当
然
に
失
効
す
る
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
申
込
を
撤
回
す
る
な
ら
、
そ
の
旨
通
知
す
る
べ
き
こ
と

は
当
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
4
　
変
更
を
加
え
た
承
諾

　
A
L
R
に
お
い
て
は
、
変
更
や
制
限
の
つ
い
た
承
諾
が
さ
れ

た
と
き
は
、
申
込
老
は
申
込
を
撤
回
で
き
る
（
八
五
条
）
。
そ
し

て
、
こ
の
承
諾
は
新
た
な
申
込
と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
説
も
あ

一
里
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
B
G
B
に
お
い
て
は
、
変
更
を
カ
え
た

承
諾
は
、
申
込
の
拒
絶
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
一
五
〇
条
）
。
し
た

が
っ
て
申
込
は
失
効
す
る
が
（
一
四
六
条
）
、
変
更
を
加
え
た
承

．
諾
は
新
た
な
申
込
と
み
な
さ
れ
る
（
一
五
〇
条
）
。
延
着
し
た

承
諾
と
同
様
、
新
た
な
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
表
示
を
含

　
　
　
　
　
　
　
（
㏄
）

む
か
ら
、
と
さ
れ
る
。

四
　
ま
と
め

　
今
ま
で
我
々
は
、
A
L
R
に
お
け
る
約
束
（
申
込
）
概
念
と

B
G
B
に
お
け
る
申
込
概
念
と
を
比
較
し
て
き
た
。
前
稿
で
指

摘
し
た
よ
う
に
、
申
込
は
、
一
方
的
な
債
務
負
担
行
為
で
あ
る

約
束
が
、
契
約
の
構
成
要
素
と
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
独
自
の
債

権
発
生
原
因
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
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よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
A
L
R
に
お
け
る
約
束
概
念
と
B
G
B

に
お
け
る
申
込
概
念
と
を
改
め
て
位
置
付
け
、
本
稿
の
ま
と
め
・

と
し
た
い
。

　
A
L
R
に
お
け
る
約
束
と
B
G
B
に
お
け
る
申
込
と
を
比
較

す
る
と
、
や
は
り
前
老
の
方
が
、
単
独
行
為
と
し
て
の
約
束
の

性
格
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
先
ず
、
A
L
R
に
お
け
る
約
束
は
、

契
約
類
型
と
は
無
関
係
な
無
名
行
為
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
発
信

主
義
に
つ
い
て
も
、
約
束
は
単
独
行
為
な
の
で
意
思
の
一
致
は

不
要
で
あ
り
、
約
束
の
相
手
方
が
こ
れ
を
受
け
る
意
思
の
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
方
が
、
理

解
し
や
す
い
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
約
束
は
単
独
行

為
な
の
で
原
則
と
し
て
自
由
に
撤
回
で
き
る
。
こ
れ
は
「
後
法

は
前
法
を
廃
す
る
」
の
原
則
か
ら
も
当
然
で
あ
り
、
契
約
当
事

老
が
自
由
に
合
意
解
除
で
き
る
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
A
L
R

に
お
け
る
約
束
は
、
承
諾
期
問
ま
た
は
通
信
に
必
要
な
期
間
内

は
撤
回
で
き
な
い
が
、
二
の
期
問
が
経
過
す
れ
ば
、
再
び
原
則

に
戻
っ
て
撤
回
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
変
更
を
加
え
た
承
諾

が
さ
れ
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
。

　
他
方
A
L
R
に
お
け
る
約
束
に
は
、
契
約
の
構
成
要
素
と
し

て
の
性
格
も
あ
る
。
第
一
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
A
L
R
は

契
約
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
発
信
主
義
を
採
っ
て
い
る
が
、
承

諾
期
間
内
ま
た
は
通
信
に
必
要
な
期
問
内
に
承
諾
が
到
達
し
な

い
と
き
は
撤
回
で
き
る
。
結
局
、
A
L
R
に
お
け
る
約
東
の
単

独
行
為
と
し
て
の
効
力
は
弱
い
も
の
で
あ
り
（
五
条
参
照
）
、
承

諾
と
と
も
に
契
約
を
構
成
し
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
。
ま
た
、

承
諾
期
閻
を
設
定
し
た
と
き
は
そ
の
期
問
内
は
撤
回
で
き
な
い

と
す
る
こ
と
も
、
撤
回
の
通
知
を
怠
っ
た
と
き
は
信
頼
利
益
の

賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
も
、
契
約
成
立
に
対
す
る
相
手
方
の
期

待
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
り
、
A
L
R
に
お
け
る
約
束
が
、
契

約
の
構
成
要
素
と
し
て
の
面
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
B
G
B
に
お
け
る
申
込
は
一
A
L
R
に
お
け

る
約
束
に
比
べ
て
、
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。

先
ず
そ
れ
は
、
当
該
契
約
類
型
の
要
素
を
す
べ
て
含
ま
な
け
れ

ば
効
力
を
生
じ
な
い
有
名
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
B
G
B
に
お

い
て
到
達
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
の
は
、
申
込
自
体
は
法
的
意

味
を
持
た
ず
、
意
思
の
一
致
が
あ
っ
て
初
め
て
法
的
効
果
が
生

じ
る
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
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約
束
と
い
う
性
格
を
失
い
、
契
約
締
結
の
き
っ
か
け
に
す
ぎ
な

い
・
甲
込
は
、
承
諾
期
間
や
通
信
に
必
要
な
期
間
が
経
過
す
れ
ば

当
然
に
失
効
す
る
。
承
諾
が
変
更
を
加
え
て
い
る
と
き
も
同
様

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
で
は
A
L
R
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
っ
た
が
、
契
約
成
立
に
対
す
る
相
手
の
期
待
を
保
護
す
る
た

め
、
承
諾
期
問
を
設
定
し
た
と
き
は
そ
の
期
問
内
は
撤
回
で
き

な
い
と
ざ
れ
、
期
閻
経
過
後
承
諾
が
到
達
し
、
そ
れ
が
通
常
で

あ
れ
ば
期
間
内
に
到
達
し
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
申
込
老
に

わ
か
る
と
き
に
は
、
承
諾
が
延
着
し
た
旨
通
知
し
な
い
と
契
約

が
成
立
す
る
。
こ
の
効
果
（
契
約
成
立
）
は
、
A
L
R
に
お
け

る
撤
回
通
知
解
怠
の
効
果
（
損
害
賠
償
）
よ
り
も
強
く
、
信
頼

保
護
が
よ
り
徹
底
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
B
G
B
に
お
け
る
申
込
に
も
、
な
お
約
束
と
し
て

の
性
格
が
残
る
。
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
に
A
L
R
八
一
条
は
、
承
諾
を
前
提
と
す
る
行
為
は

承
諾
と
し
て
通
用
す
る
旨
定
め
る
が
、
こ
れ
は
黙
示
の
承
諾
な

の
か
意
思
実
現
な
の
か
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
そ

し
て
B
G
B
の
立
法
過
程
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
頃
か
ら
黙
示

の
承
諾
と
到
達
を
必
要
と
し
な
い
承
諾
（
H
意
思
実
現
）
と
の

違
い
が
意
識
さ
れ
、
B
G
B
は
承
諾
が
到
達
し
な
く
と
も
契
約

が
成
立
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
に
意
思
の
一
致
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
り
、

む
し
ろ
、
申
込
が
約
束
と
し
て
効
力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
B
G
B
に
お
け
る
申
込
の
方
が
A
L
R
に
お
け
る
約
束

よ
り
も
、
約
束
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
他
の
点
で
申
込
の
約
束
と
し
て
の
性
格
が
弱
め
ら
れ

た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
期
間
内
に
承
諾

が
到
達
し
な
か
っ
た
り
、
変
更
を
加
え
た
承
諾
が
さ
れ
た
と
き
、

A
L
R
で
は
約
束
を
撤
回
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
B
G
B

で
は
申
込
が
当
然
に
失
効
す
る
と
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
際
の
承
諾
を
新
た
な
申
込
と
し
て
扱
い
、
契
約
が
成
立
す

る
余
地
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
結
局
、
A
L
R
の
扱
い
と
余

り
変
わ
ら
ず
、
そ
の
限
り
で
、
第
一
の
申
込
の
効
力
が
残
っ
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
議
論
は
、
日
本
法
の
解
釈
に
も
参
考
と
な
ろ
う
。
申

込
を
契
約
の
単
な
る
構
成
要
素
と
し
て
で
は
な
く
、
一
種
の
約

ω



約東と契約の交錯（51〕　申込概念の発達

束
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
商
品
を
送
っ
て
く
れ
る
な
ら
代
金
を

支
払
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
単
独
行
為
で
あ
る
と
考
え
直
す
こ

と
に
よ
り
、
発
信
主
義
や
意
思
実
現
の
問
題
に
新
た
な
視
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

持
ち
込
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
あ
る

一
定
類
型
の
取
引
の
場
合
に
は
意
思
の
一
致
な
ど
は
必
要
で
は

な
く
、
一
方
的
な
約
束
（
お
よ
ぴ
承
諾
や
履
行
の
着
手
等
プ
ラ

ス
・
ア
ル
フ
ァ
の
要
素
）
に
よ
っ
て
債
務
が
発
生
す
る
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拠
）

余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
例
え
ば
、
第
一
草
案
理
由
書
が

指
摘
す
る
、
注
文
書
に
よ
る
売
買
契
約
の
申
込
等
）
。
ま
た
、
契

約
交
渉
過
程
や
契
約
解
釈
に
お
い
て
も
、
一
方
的
な
約
束
が
何

ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
約
束
が
、
民
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

た
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
研
究
を
深
め
た
い
。

関
連
条
文

A
L
R
第
一
部
第
五
章
（
筆
老
の
試
訳
に
よ
る
）

定
義
・

第
一
条
　
権
利
の
取
得
ま
た
は
譲
渡
を
意
図
す
る
双
方
的
な
同

　
意
（
自
目
ま
目
耐
昌
巾
q
）
を
、
契
約
（
く
撃
気
晶
）
と
い
う
。

第
二
条
他
人
に
権
利
を
譲
渡
す
る
、
ま
た
は
他
人
に
拘
束
さ

　
れ
る
意
思
の
表
示
を
、
約
束
（
く
①
易
肩
①
庄
昌
）
と
呼
ぷ
。

第
三
条
　
こ
れ
に
対
し
、
何
か
を
す
る
意
思
の
単
な
る
表
明

　
（
＞
g
、
①
昌
握
）
は
、
ま
だ
約
束
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

第
四
条
契
約
が
効
力
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
約
束
が
有
効
に

　
承
諾
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
（
七
八
条
以
下
）
。

第
五
条
　
単
な
る
誓
約
（
o
①
冒
巨
①
）
は
、
単
な
る
一
方
的
な
約

　
束
と
同
様
、
民
法
上
は
拘
束
力
が
な
い
。

第
六
条
被
相
続
人
が
誓
約
の
履
行
に
着
手
し
て
い
た
と
き
は
、

　
履
行
の
完
成
を
相
続
人
に
義
務
付
け
る
意
図
を
有
し
て
い
た

　
も
の
と
推
定
す
る
。

　
（
中
略
）

m
　
承
諾
（
＞
8
8
冨
9
9
）
に
つ
い
て

第
七
八
条
意
思
表
示
が
有
効
と
な
る
た
め
の
要
件
は
す
べ
て
、

　
約
束
の
承
諾
（
＞
昌
導
昌
①
）
が
有
効
と
な
る
た
め
に
も
必
要

　
で
あ
る
。

第
七
九
条
　
有
効
な
約
束
が
承
諾
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約

　
は
締
結
さ
れ
る
。

第
八
○
条
　
承
諾
が
適
切
に
表
示
さ
れ
た
時
が
、
契
約
締
結
時

α
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期
に
も
な
る
。

第
八
一
条
　
契
約
の
承
諾
が
前
提
に
な
る
行
為
は
、
明
示
の
承

　
諾
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
。

第
八
二
条
　
当
事
老
の
一
方
が
要
求
（
｛
o
a
①
∋
）
ま
た
は
請
求

　
（
く
ω
二
竃
o
o
g
）
し
、
相
手
方
が
こ
れ
に
応
じ
る
（
思
ま
－
－

　
痔
g
）
と
き
は
、
第
一
の
側
が
特
に
承
諾
す
る
必
要
は
な

　
い
。

第
八
三
条
　
承
諾
に
よ
り
、
相
手
方
（
申
込
者
）
の
申
出
以
上

　
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
八
四
条
　
承
諾
が
無
条
件
か
つ
無
制
限
で
な
け
れ
ぱ
、
契
紅

　
は
成
立
し
な
い
。

第
八
五
条
　
承
諾
に
条
件
ま
た
は
制
限
が
つ
い
て
い
る
と
き
は
、

　
約
束
老
は
申
込
を
撤
回
で
き
る
。

第
八
六
条
　
契
約
は
、
本
人
自
ら
ま
た
は
代
理
人
を
通
じ
て
、

　
さ
ら
に
は
文
書
の
交
換
（
零
一
①
寒
8
冨
g
に
よ
っ
て
す
る

　
こ
と
も
で
き
る
。

第
八
七
条
　
現
実
の
委
任
ま
た
は
推
定
さ
れ
る
代
理
権
に
基
づ

　
い
て
他
人
の
行
為
を
処
理
す
る
権
限
を
持
つ
老
は
、
そ
の
者

　
（
他
人
）
に
対
す
る
申
込
を
、
そ
の
老
の
名
前
で
承
諾
す
る
こ

　
と
も
で
き
る
（
第
二
二
章
一
一
九
条
以
下
）
。

第
八
八
条
前
条
以
外
の
場
合
は
、
申
込
を
受
け
た
者
以
外
の

　
第
三
考
の
承
諾
に
。
よ
っ
て
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
原
則

　
と
し
て
な
い
（
第
一
；
阜
一
〇
六
〇
条
）
。

第
八
九
条
　
し
か
し
、
表
示
さ
れ
た
承
諾
に
よ
り
、
有
効
な
契

　
約
が
約
束
老
と
承
諾
老
と
の
間
で
第
三
老
の
た
め
に
締
結
さ

　
れ
た
と
き
は
、
七
四
条
な
い
し
七
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

承
諾
の
時
期
の
定
め

第
九
〇
条
　
約
束
の
承
諾
が
約
束
老
を
拘
束
す
る
た
め
に
は
、

　
適
切
な
時
期
に
承
諾
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
九
一
条
　
申
込
老
が
、
申
込
に
対
し
て
表
示
を
す
る
た
め
に

　
一
定
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
相
手
方
は
、
期
間
が
完
全

　
に
経
過
す
る
ま
で
、
承
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
二
条
　
申
込
老
が
、
申
込
に
対
す
る
表
示
の
時
期
を
相
手

　
方
の
判
断
に
委
ね
た
場
合
で
も
、
相
手
方
が
（
表
示
を
）
遅

　
延
し
て
い
る
と
き
は
、
承
諾
の
た
め
の
期
問
を
自
分
で
定
め

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
三
条
レ
か
し
、
明
ら
か
に
あ
る
特
定
の
目
的
の
た
め
に

　
熟
慮
期
閻
（
黒
o
g
ζ
①
5
が
与
え
ら
れ
た
と
き
は
、
目
的

ω
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が
期
間
内
に
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

第
九
四
条
　
承
諾
の
時
期
が
申
込
に
は
全
く
定
め
ら
れ
て
い
な

　
い
と
き
は
、
口
頭
の
申
込
に
対
す
る
表
示
は
、
申
込
と
同
時

　
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
九
五
条
　
同
じ
場
所
（
o
3
に
い
る
者
の
間
で
文
書
に
よ

　
り
申
込
を
し
た
と
き
は
、
そ
れ
に
対
す
る
表
示
は
二
四
時
間

　
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
六
条
　
隔
地
老
間
で
文
書
に
よ
り
申
込
を
し
た
と
き
は
、

　
文
書
が
通
常
に
郵
送
さ
れ
れ
ぱ
相
手
方
の
場
所
に
届
く
で
あ

　
ろ
う
時
期
が
考
慮
さ
れ
る
。

第
九
七
条
　
前
条
の
時
期
の
後
、
最
初
に
行
わ
れ
る
（
武
～
彗
）

　
ま
た
は
運
ぱ
れ
る
（
『
撃
8
）
便
に
よ
り
、
申
込
に
対
し
て
返

　
事
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
九
八
条
し
か
し
、
第
一
へ
便
に
よ
り
返
事
が
さ
れ
な
い
と

　
き
で
も
、
事
故
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
、
申
込
老
は
次
の
郵

　
便
日
（
｝
o
葦
品
）
ま
で
待
つ
義
務
を
負
う
。

第
九
九
条
　
自
分
の
使
老
を
使
っ
て
文
書
に
よ
る
申
込
を
す
る

　
と
き
は
、
申
込
老
は
、
同
種
の
使
者
が
異
常
な
事
故
が
な
け

　
れ
ぱ
戻
っ
て
来
る
の
に
必
要
な
最
大
限
の
期
間
を
待
た
な
け

　
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
一
〇
〇
条
前
条
の
期
間
内
に
使
者
が
戻
っ
て
来
な
い
と
き

　
は
、
申
込
老
は
相
手
方
に
そ
の
旨
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ

　
れ
以
上
申
込
に
拘
束
さ
れ
る
意
思
が
あ
る
か
否
か
通
告
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
一
条
法
人
（
o
o
月
膏
註
昌
）
や
公
共
団
体
（
O
聲
①
ヲ
Φ
）

　
に
対
し
て
申
込
を
す
る
と
き
は
、
申
込
者
は
、
申
込
に
対
し

　
て
規
約
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
れ
が
申
込
者
に
知
ら
さ
れ

　
る
の
に
必
要
な
期
問
は
、
申
込
に
対
す
る
表
示
を
待
た
な
け

　
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
一
〇
二
条
　
特
段
の
明
示
の
定
め
が
な
い
限
り
、
承
諾
老
が
、

　
自
分
の
表
示
を
申
込
老
に
知
ら
せ
る
の
に
必
要
な
こ
と
を
す

　
べ
て
し
た
時
に
、
承
諾
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
一
〇
三
条
し
か
し
、
前
述
九
〇
条
以
下
に
定
め
ら
れ
た
、

　
申
込
に
対
す
る
表
示
の
た
め
の
期
間
が
徒
過
し
た
と
き
は
、

　
申
込
老
は
撤
回
（
昌
昌
o
ζ
『
g
雪
）
で
き
る
。

第
一
〇
四
条
た
だ
し
、
申
込
者
は
、
対
話
者
問
で
は
即
時
に
、

　
隔
地
考
間
で
は
す
ぐ
次
の
便
で
、
申
込
を
受
け
た
老
に
対
し

鎚
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て
、
申
込
を
撤
回
す
る
旨
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
一
〇
五
条
　
申
込
老
が
前
条
の
通
知
を
怠
り
、
か
つ
相
手
方

　
が
実
際
に
は
適
切
な
時
期
に
承
諾
を
表
示
し
て
い
た
こ
と
が

　
判
明
し
た
と
き
は
、
申
込
老
は
相
手
方
に
対
し
て
、
契
約
履

　
行
の
準
備
に
よ
っ
て
そ
の
問
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け

　
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
一
〇
六
条
　
申
込
後
、
前
述
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
期
間
が

　
経
過
す
る
前
に
、
当
事
老
の
一
方
ま
た
は
他
方
が
死
亡
し
て

　
も
、
承
諾
か
ら
生
じ
る
権
利
や
義
務
に
は
影
響
し
な
い
。

第
一
〇
七
条
し
か
し
、
申
込
が
、
申
込
を
受
け
た
者
の
個
人

　
的
利
益
を
明
ら
か
に
目
ポ
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人

　
が
ま
だ
承
諾
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
被
相
続
人
は
承
諾

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
〇
八
条
当
事
老
の
一
方
ま
た
は
他
方
の
死
亡
に
よ
り
、

　
既
に
有
効
に
締
結
さ
れ
た
契
約
を
履
行
前
に
廃
棄
（
き
o
q
①
・

　
ヶ
雪
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
死
亡
に
よ
り
、
承
諾
す

　
る
権
利
も
失
わ
れ
る
（
四
一
五
条
以
下
）
。

B
G
B
（
川
井
健
訳
〔
法
務
資
料
四
四
五
号
〕
（
昭
和
六
〇
年
）

　
に
よ
る
、
た
だ
し
見
出
し
は
省
略
し
た
）

第
一
四
五
条
他
人
に
対
し
て
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
し
た

　
老
は
、
そ
の
申
込
み
に
拘
束
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
申
込
者
が

　
拘
束
さ
れ
な
い
旨
を
表
示
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
四
六
条
申
込
み
は
、
申
込
老
に
対
す
る
拒
絶
が
あ
っ
た

　
と
き
、
又
は
次
条
か
ら
第
一
四
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
申

　
込
老
に
対
す
る
承
諾
が
適
時
に
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
効

　
力
を
失
う
。

第
一
四
七
条
申
込
み
が
対
話
老
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
は
、

　
承
諾
は
、
直
ち
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
電
話
に
よ
り
直

　
接
し
た
申
込
み
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

2
　
隔
地
老
に
対
し
て
し
た
申
込
み
に
対
す
る
承
諾
は
、
申
込

　
老
が
通
常
の
事
情
の
下
で
回
答
の
到
達
を
期
待
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
時
ま
で
に
、
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
一
四
八
条
申
込
者
が
申
込
み
の
承
諾
に
つ
い
て
期
問
を
定

　
め
た
と
き
は
、
こ
の
期
間
内
に
限
り
、
承
諾
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

第
一
四
九
条
　
承
諾
の
意
思
表
示
が
申
込
老
に
延
着
し
た
場
合

　
に
お
い
て
、
そ
れ
が
通
常
に
配
達
さ
れ
れ
ぱ
適
時
に
申
込
老

捌
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に
到
達
す
べ
き
も
の
と
し
て
発
送
さ
れ
、
か
つ
、
申
込
老
が

　
こ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
申
込
老
は
、
承

　
諾
の
意
思
表
示
を
受
け
た
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
延
着
を
承

　
諾
老
に
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
承
諾
の
意

　
思
表
示
を
受
け
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
通
知
を
し
た

　
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
申
込
者
が
前
文
の
通
知
を
遅

　
滞
し
た
と
き
は
、
承
諾
は
、
延
着
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
な

　
す
。

第
一
五
〇
条
　
申
込
み
に
対
し
て
延
着
し
た
承
諾
は
、
新
た
な

　
申
込
み
と
み
な
す
。

2
　
拡
張
、
制
限
又
は
そ
の
他
の
変
更
を
付
し
て
し
た
承
諾
は
、

　
申
込
み
の
拒
絶
と
と
も
に
新
た
な
申
込
み
を
し
た
も
の
と
み

　
な
す
。

第
一
五
一
条
申
込
老
に
対
す
る
承
諾
の
意
思
表
示
が
取
引
の

　
慣
習
に
よ
り
期
待
さ
れ
な
い
と
き
、
又
は
申
込
老
が
承
諾
の

　
意
思
表
示
を
要
し
な
い
と
し
て
い
る
と
き
は
、
承
諾
が
申
込

　
老
に
対
し
て
表
示
さ
れ
な
く
て
も
、
契
約
は
、
申
込
み
に
対

　
す
る
承
諾
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申

　
込
み
は
、
申
込
み
又
は
当
該
の
事
情
か
ら
推
測
さ
れ
る
申
込

　
者
の
意
思
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
時
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
一
五
二
条
　
（
省
略
）

第
一
五
三
条
申
込
老
が
承
諾
の
前
に
死
亡
し
、
又
は
行
為
能

　
力
を
失
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
契
約
は
、
そ
の
成
立
を
妨

　
げ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
申
込
老
の
特
別
の
意
思
が
認
め
ら

　
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
五
四
条
、
当
事
老
が
契
約
の
す
べ
て
の
点
に
つ
い
て
合
意

　
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示

　
の
み
に
よ
り
合
意
に
達
す
べ
き
と
き
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者

　
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
契
約
は
、
成
立
し
て
い

　
な
い
も
の
と
す
る
。
個
ん
の
点
に
つ
い
て
の
合
意
は
、
書
面

　
に
記
載
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

2
　
目
的
と
し
た
契
約
に
つ
い
て
証
書
の
作
成
を
約
し
た
場
合

　
に
お
い
て
、
当
事
老
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
契

　
約
は
、
そ
の
証
書
の
作
成
の
時
ま
で
は
、
成
立
し
な
い
も
の

　
と
す
る
。

第
一
五
五
条
　
当
事
老
が
締
結
し
た
も
の
と
信
じ
た
契
約
に
お

　
い
て
、
合
意
を
必
要
と
し
た
点
に
つ
き
、
実
際
は
合
意
が
さ

　
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
契
約
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

砺
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た
だ
し
、
合
意
を
必
要
と
し
た
点
に
つ
い
て
定
め
を
し
な
く

て
も
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
認
め
る
べ
き
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

（
1
）
　
拙
稿
「
申
込
概
念
の
発
生
」
一
橋
論
叢
一
〇
七
巻
一
号
七

　
〇
頁
（
平
成
四
年
）
。

（
2
）
　
約
束
に
関
す
る
理
論
の
う
ち
、
未
成
年
老
・
精
神
障
害
考

　
等
の
約
束
お
よ
ぴ
錯
誤
や
強
迫
に
よ
る
約
束
の
効
力
を
扱
う
部

　
分
は
、
近
代
的
な
法
律
行
為
論
の
モ
デ
ル
と
な
り
、
ま
た
本
文

　
で
も
述
べ
た
が
、
一
約
東
の
承
諾
に
関
す
る
理
論
は
、
契
約
の
成

　
立
に
関
す
る
理
論
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

（
3
）
　
拙
稿
・
前
出
注
（
1
）
七
八
頁
。

（
4
）
O
す
ユ
邑
彗
ミ
o
素
一
旨
ω
目
津
膏
需
昌
9
ぎ
ま

　
8
庁
目
片
3
〔
”
O
①
『
汀
凹
o
↓
｝
一
冒
，
自
－
O
凹
『
ω
－
目
O
凹
O
－
く
例
べ
o
o
o
〇
一
－
べ
｛
ω

　
（
2
9
0
昌
O
斥
H
畠
O
O
）
1

（
5
）
第
一
草
案
第
七
八
条
　
契
約
を
締
結
す
る
老
が
、
法
律
に

　
よ
っ
て
、
締
結
さ
れ
る
契
約
の
本
質
と
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て

合
意
し
て
い
な
い
と
き
は
、
契
約
は
成
立
し
な
い
。

　
　
当
事
老
の
一
方
の
み
の
表
示
が
合
意
を
要
求
し
て
い
る
部
分

　
に
つ
い
て
、
ま
だ
合
意
し
て
い
な
い
場
合
も
、
当
事
者
の
意
恩

　
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
既
に
合
意
さ
れ
た
規
定
が
警
面
に

記
載
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
と
す
る
。

　
　
第
八
○
条
他
人
に
対
し
て
契
約
締
繕
の
申
込
を
し
た
場
合

　
に
お
い
て
、
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
申
込
が
、
申
込
ま

　
れ
た
契
約
の
本
質
と
さ
れ
る
部
分
を
含
む
と
き
に
限
り
、
申
込

　
者
は
申
込
に
拘
束
さ
れ
る
。

（
6
）
　
第
二
草
案
一
一
六
条
は
、
第
一
草
案
七
八
条
を
現
行
一
五

　
四
条
と
ほ
ぼ
同
様
に
改
め
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
条
文
の
表
現

　
の
問
題
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
第
一
草
案
を
支
持
し
て
受
け
継

　
い
だ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
勺
『
o
8
斥
o
＝
①
o
雪
宍
◎
彗
ヨ
尿
ざ
目

　
凄
『
g
①
N
ミ
①
ま
5
豊
長
宗
ω
ヨ
尋
冒
床
ム
冨
ω
｝
冒
o
q
艘
－
－
・

　
｝
8
0
鶉
9
N
巨
9
ω
一
｝
O
」
一
畠
竃
一
ω
」
雪
（
…
長
註
員
目
①

　
o
q
①
審
昌
昌
①
岸
昌
竃
g
胃
邑
－
①
目
N
冒
－
｝
写
需
；
g
雪
o
窃
①
け
N
・

　
巨
g
旨
『
3
ω
o
害
房
g
零
一
〇
戸
｝
包
．
戸
冨
箪
ω
．
窒
o
。
）
）
。

　
他
方
、
第
一
草
案
八
○
条
は
、
申
込
が
効
力
を
生
じ
る
た
め
の

　
要
件
を
、
申
込
が
拘
束
力
を
生
じ
る
た
め
の
要
件
と
混
同
し
た

　
も
の
で
あ
り
、
同
条
の
表
現
は
、
契
約
内
容
の
構
成
要
素
を
す

　
べ
て
含
ん
で
い
な
い
申
込
で
も
、
拘
束
力
の
な
い
（
1
1
撤
回
可

　
能
な
）
申
込
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
誤
解
を
う
む
と
い
う

　
理
由
で
、
現
行
一
四
五
条
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
（
軍
g
o
－

　
斥
o
＝
9
ω
」
胃
（
ζ
目
①
q
ま
貝
ω
‘
竃
㊤
）
）
。

（
7
）
　
こ
れ
は
、
既
に
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た

　
（
幸
O
員
Z
『
。
介
霊
『
巴
く
O
若
；
吻
。
。
o
．
o
）
。
拙
稿
・
前
出
注
・

　
（
1
）
七
七
頁
。

（
8
）
　
A
L
R
一
〇
三
条
は
、
N
膏
暮
ζ
『
9
雪
と
規
定
す
る
。
こ

砺



申込概念の発達一約東と契約の交錯一（57）

　
の
用
語
は
通
常
は
契
約
解
除
を
指
す
が
、
一
〇
四
条
が
「
申
込

　
を
昌
昌
O
ζ
『
9
彗
す
る
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
か

　
ら
、
こ
こ
で
は
撤
回
（
至
序
胃
昌
昌
）
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
一
ぎ
。
・
曇
一
く
賢
墨
血
・
馨
巨
島
。
；
①
ぎ
。
・
彗
胴
軍

　
♪
昌
筈
冒
＄
寿
壷
昌
鍔
二
竃
蜆
一
μ
窒
）
。

（
9
）
第
一
草
案
理
由
書
は
、
A
L
R
一
〇
三
条
、
一
〇
四
条
は

申
込
老
が
撤
回
で
き
る
と
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
申
込
が
消
滅

す
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
と
言
う
（
…
o
巨
く
p
ω
。
－
竃

　
（
…
長
註
貝
z
『
．
芦
ω
．
宣
蜆
）
）
。
し
か
し
、
筆
老
が
参
照
し
え

　
た
丙
－
色
P
ω
く
ω
蒜
昌
o
窃
o
篶
目
昭
尻
o
プ
o
コ
O
ξ
昌
『
①
o
享
9
Z
①
一
』

訂
彗
亘
き
昌
穴
凹
昌
昌
胃
o
q
①
ユ
o
軍
ω
轟
苧
く
昌
丙
o
①
昌
p
｝
庄
」
一

畠
ω
ρ
岬
竃
（
ω
・
－
曽
）
一
↓
①
昌
昌
p
雪
彗
ま
g
＝
宗
ω
肩
昌
鶴
げ
．

o
－
①
目
O
－
く
－
『
o
o
｝
房
一
｝
P
“
H
o
o
ω
N
－
吻
H
o
ω
　
（
ω
．
H
｝
①
）
｝
句
α
『
9
①
’

↓
訂
O
ユ
①
…
O
宇
翼
げ
守
ω
＝
①
暮
釘
雪
O
q
①
昌
①
ぎ
彗
肩
昌
色
ω
1

〔
＝
①
目
O
｛
く
－
『
o
〔
＝
叶
ω
印
口
｛
O
①
『
O
『
冒
目
O
－
與
血
q
①
O
①
ω
①
q
o
H
目
9
目
①
目

宗
巨
穿
彗
勾
g
巨
9
｝
庄
」
一
H
o
。
轟
ニ
ミ
（
ω
ー
お
蜆
｝
）
は
、
撤

回
可
能
と
す
る
。
｝
o
昌
①
昌
彗
貝
o
o
旨
8
目
印
茅
g
o
o
彗
ω
匡
－

巨
昌
血
q
o
①
ω
｝
『
①
目
黎
肝
o
サ
①
『
一
〇
－
く
昌
『
①
o
－
房
昌
岸
■
①
冒
目
一
N
目
目
困
包
①
『

巨
斗
邑
印
臣
冒
宗
ω
≧
釘
①
昌
①
5
彗
－
彗
烏
宵
g
津
9
望
．
N
一
N
－

＞
邑
。
崖
§
（
z
①
巨
昌
鼻
H
竃
N
）
の
見
解
は
や
や
不
明
瞭
で

あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
は
消
減
す
る
と
し
つ
つ
（
ω
．
農
ω
）
、

A
L
R
一
〇
三
条
の
解
釈
と
し
て
は
撤
回
可
能
と
す
る
よ
う
で

あ
る
（
ω
．
塞
↓
）
．

（
1
0
）
　
竃
o
ま
く
9
ω
．
H
竃
（
竃
自
o
q
3
貝
ω
1
宣
蜆
）
。

（
u
）
　
困
o
目
吊
昌
団
目
貝
オ
『
1
ρ
o
o
‘
匿
①
1

（
1
2
）
　
＞
一
』
管
艘
一
Z
『
．
o
〇
一
ω
．
ω
㊤
1

（
1
3
）
第
一
草
案
第
七
四
条
一
項
　
あ
る
当
事
者
（
意
思
表
示
の

　
受
領
者
）
に
伝
落
さ
れ
れ
ぱ
効
力
を
生
じ
る
意
思
表
示
が
、
隔

　
地
者
間
で
さ
れ
る
場
合
に
は
、
効
力
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
明

　
示
の
意
思
表
示
の
と
き
に
は
相
手
方
へ
の
到
達
が
、
黙
示
の
意

　
思
表
示
の
と
き
に
は
相
手
が
知
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る
。

（
u
）
　
竃
o
巨
く
9
ω
．
H
塞
申
（
竃
長
匝
彗
一
ω
．
卜
娑
｛
）
．

（
1
5
）
　
～
o
8
ぎ
＝
ρ
ω
1
－
ξ
（
竃
轟
夢
貝
ω
．
雷
蜆
）
．

（
1
6
）
　
一
般
ド
イ
ツ
商
法
第
三
二
一
条
（
一
く
六
一
年
）
　
隔
地

　
老
間
で
交
渉
さ
れ
た
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
、
承
諾
の
表
示

　
が
郵
送
の
た
め
に
発
信
さ
れ
た
時
が
、
契
約
締
結
の
時
期
と
し

　
て
通
用
す
る
。

（
1
7
）
第
一
草
案
第
七
四
条
二
項
　
意
思
表
示
は
、
撤
回
を
含
む

　
意
思
表
示
が
前
項
（
注
（
1
3
）
参
照
－
筆
老
注
）
に
従
っ
て

　
（
そ
の
意
思
表
示
よ
り
）
前
ま
た
は
同
時
に
効
力
を
生
じ
る
と

　
き
は
、
効
力
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
1
8
）
　
書
o
巨
く
9
ω
。
H
ミ
（
竃
長
晋
P
o
o
・
宣
o
。
）
．
拙
稿
・
前
出
注

　
（
1
）
八
九
頁
注
（
3
3
）
の
記
述
は
不
正
確
で
あ
っ
た
の
で
本
文

　
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

（
1
9
）
　
軍
9
o
ぎ
＝
P
ω
」
o
。
－
（
冬
長
ま
P
ω
．
8
』
）
．

（
2
0
）
　
第
一
草
案
第
八
七
条
　
契
約
申
込
が
承
諾
さ
れ
た
時
に
、

57
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契
約
は
締
結
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
2
1
）
　
｝
o
∋
①
冒
頸
コ
P
Z
■
P
ω
．
N
卜
N
．
な
お
、
＞
冒
帽
目
胃
・
Z
「
o
o
・

ω
．
き
は
、
A
」
R
に
お
い
て
も
、
「
黙
示
の
承
諾
」
と
言
い
つ

　
つ
、
承
諾
が
到
達
し
な
い
で
契
約
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
こ

　
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
室
①
貝
z
『
．

　
Φ
二
塞
（
ω
、
－
畠
）
で
も
、
借
用
書
の
受
領
と
い
う
例
が
挙
げ

　
ら
れ
て
い
る
。

（
2
2
）
第
一
草
案
八
六
条
　
隔
地
老
に
対
す
る
契
約
申
込
は
、
申

　
込
老
が
許
す
と
き
の
み
、
黙
示
に
承
諾
で
き
る
。
こ
の
と
き
は
、

　
承
諾
が
効
力
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
申
込
老
が
承
諾
を
知
る
必

　
要
は
な
い
。

　
　
申
込
老
が
申
込
に
お
い
て
即
時
の
給
付
を
求
め
、
ま
た
は
、

　
申
込
老
が
返
答
を
求
め
ず
承
諾
の
み
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
申

　
込
か
ら
わ
か
る
と
き
に
は
、
申
込
老
は
黙
示
の
承
諾
を
許
し
て

　
い
る
も
の
と
す
る
。

　
　
申
込
老
が
拘
束
さ
れ
る
期
間
は
、
申
込
に
お
い
て
、
明
示
に
、

　
ま
た
は
諸
般
の
事
清
か
ら
推
定
さ
れ
る
意
思
に
従
っ
て
決
定
さ

　
九
る
。

　
　
申
込
老
が
即
時
の
給
付
を
求
め
た
と
き
は
、
特
段
の
定
め
が

　
な
い
限
り
、
給
付
の
実
現
に
必
要
な
期
間
拘
束
さ
れ
る
。
給
付

　
が
遅
延
し
た
と
き
は
、
申
込
は
失
効
す
る
。
遅
滞
し
た
か
否
か

　
は
、
諸
般
の
事
情
お
よ
び
取
引
慣
習
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

　
事
故
に
よ
り
、
申
込
の
到
着
が
遅
れ
た
と
き
、
ま
た
は
即
時
の

給
付
が
妨
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
申

込
は
失
効
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

（
2
3
）
　
呂
o
饒
く
9
ω
1
H
富
（
竃
長
ま
貝
ω
」
ミ
）
・

（
2
4
）
　
竃
o
庄
く
9
P
印
－
o
・

（
2
5
）
B
G
B
一
五
一
条
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
、
＞
E
習
P

　
z
『
．
o
〇
一
ω
I
H
↓
ω
弐
．

（
2
6
）
　
？
9
o
ぎ
二
9
ω
ー
ミ
ニ
（
；
轟
監
P
ω
・
8
N
津
）
・

（
2
7
）
　
零
o
8
ぎ
－
亘
ω
．
H
富
（
竃
畠
ま
貝
ω
・
8
ω
）
・

（
2
8
）
　
｝
o
∋
①
昌
曽
貝
Z
『
－
ぎ
ω
』
ミ
・

（
2
9
）
　
書
o
饒
く
9
ω
1
H
富
（
買
品
監
貝
ω
・
卜
亀
）
・

（
3
0
）
　
竃
o
庄
く
9
ω
．
H
胃
（
竃
長
ま
P
ω
」
奈
）
・

一
3
1
一
寄
目
§
彗
貝
琴
1
9
ω
・
匿
－

（
3
2
）
　
雲
o
巨
く
9
ω
．
H
寄
（
竃
轟
註
P
ω
・
宣
㊤
）
・

（
3
3
）
曾
野
和
明
「
契
約
関
係
発
生
の
プ
ロ
セ
ス
の
多
様
性
と
契

　
約
概
念
　
　
申
込
は
単
独
行
為
で
は
な
い
の
か
1
」
北
大
三

　
八
巻
五
⊥
ハ
号
二
一
一
五
四
頁
（
昭
和
六
〇
年
）
は
、
申
込
を
、

　
「
契
約
関
係
創
設
機
能
を
相
手
方
に
付
与
す
る
単
独
行
為
（
一

　
方
的
授
権
行
為
）
と
し
て
の
法
律
行
為
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
3
4
）
　
拙
樹
・
前
出
注
（
1
）
八
九
頁
注
（
3
4
）
で
指
摘
し
た
よ

　
う
に
、
日
本
民
法
で
の
発
信
主
義
は
、
商
業
会
議
所
の
意
見
等

　
を
参
考
に
し
て
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
富
井
政
章
は
、

　
実
務
家
の
意
見
は
意
思
実
現
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
念
頭

　
に
あ
る
も
の
が
多
い
、
と
述
べ
る
（
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事

砥



　
速
記
録
三
（
商
事
法
務
研
究
会
・
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書

　
3
）
六
三
三
頁
以
下
）
。
こ
の
ど
ち
ら
も
、
約
束
的
発
想
が
取
引

　
界
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

（
3
5
）
　
反
面
、
注
（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
約
束
理
論
を
モ
デ

　
ル
と
し
て
近
代
的
な
法
律
行
為
論
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
妥

当
性
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
日
本
民
法
九
三
条
以

　
下
も
、
　
一
方
的
な
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

　
そ
の
ま
ま
契
約
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
専
任
講
師
）
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