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賃
借
建
物
の
通
常
の
使
用
に
伴
い
生
ず
る
損
耗
に
つ
い
て
賃
借
人
が

原
状
回
復
義
務
を
負
う
旨
の
特
約
が
成
立
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
事
例
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一　
　

行

一　

は
じ
め
に

　

最
高
裁
は
平
成
一
七
年
一
二
月
一
六
日
、
建
物
の
賃
貸
借
に
お
い
て
、
目
的
物
を
通
常
の
用
法
に
従
っ
て
使
用
す
る
こ
と
に
伴
い
生
じ
る

損
耗
（
通
常
損
耗
）
に
か
か
る
補
修
費
用
を
賃
借
人
の
負
担
と
す
る
特
約
（
通
常
損
耗
補
修
特
約
）
に
つ
い
て
、
初
め
て
と
な
る
判
決
を
下

し
た
。
判
決
で
は
、
こ
う
し
た
特
約
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
一
定
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
特
約
の
成
立
を
認
め
て
い
た
原
審
判

決
が
破
棄
さ
れ
た
。

　

事
件
は
消
費
者
契
約
法
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
で
あ
り
（
１
）、
ま
た
民
集
に
も
登
載
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
消
費
者
契
約
を

め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
非
常
に
示
唆
に
富
ん
だ
判
決
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
事
案
の
概
要
と
判
旨
を
紹
介
し
た
の
ち
、

（ 90 ）



91

判例研究

本
判
決
が
も
つ
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

註（
１
）　

消
費
者
契
約
法
の
施
行
期
日
は
平
成
一
三
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
同
日
以
降
締
結
さ
れ
た
消
費
者
契
約
が
適
用
対
象
と
な
る
。

二　

判
決
の
概
要

　

１　

事
実
の
概
要

　

㈠
契
約
締
結

　

原
告
（
控
訴
人
、
上
告
人
）
Ｘ
は
、
被
告
（
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
住
宅
供
給
公
社
Ｙ
と
の
間
で
、
平
成
一
〇
年
二
月
一
日
に
、
共
同

住
宅
の
一
室
（
甲
）
を
、
賃
料
月
額
一
一
万
七
九
〇
〇
円
で
賃
借
す
る
と
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
、
同
日
引
渡
し
を
受
け
た
。
こ
の
マ
ン

シ
ョ
ン
は
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
特
優
賃
法
」
と
呼
ぶ
）
二
条
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
供
給
計
画

に
基
づ
い
て
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
公
社
が
一
括
し
て
借
り
上
げ
た
上
、
さ
ら
に
賃
貸
に
出
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

㈡
解
約
と
敷
金
の
返
還

　

Ｘ
は
、
平
成
一
三
年
四
月
三
〇
日
に
本
件
賃
貸
借
契
約
を
解
約
し
、
甲
を
明
け
渡
し
た
。
Ｘ
は
契
約
時
に
、
敷
金
三
五
万
三
七
〇
〇
円
を

Ｙ
に
交
付
し
て
い
た
が
、
Ｙ
は
こ
こ
か
ら
、
補
修
費
用
（
Ｙ
の
依
頼
を
受
け
た
業
者
の
担
当
者
ら
が
Ｘ
の
妻
と
も
協
議
し
な
が
ら
査
定
し
た

も
の
で
あ
り
、
査
定
結
果
に
は
Ｘ
の
妻
が
確
認
の
サ
イ
ン
を
行
い
、
写
し
も
交
付
さ
れ
た
）
と
し
て
確
定
し
た
三
〇
万
二
五
四
七
円
を
差
し

引
き
、
五
万
一
一
五
三
円
の
み
を
Ｘ
に
返
還
し
た
。
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な
お
、
Ｙ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
通
常
損
耗
分
は
多
く
見
積
も
っ
て
も
二
二
万
五
〇
三
六
円
と
さ
れ
て
い
る
。

　

㈢
補
修
約
定

　
　

⑴
契
約
書
の
内
容

　

補
修
費
用
（
の
一
部
）
を
Ｘ
が
負
担
す
る
こ
と
の
根
拠
は
、
契
約
書
二
二
条
一
項
と
、
同
項
が
引
用
す
る
負
担
区
分
表
に
あ
る
。

　

契
約
書
二
二
条
二
項
に
は
、「
賃
借
人
が
住
宅
を
明
け
渡
す
と
き
は
、
住
宅
内
外
に
存
す
る
賃
借
人
又
は
同
居
者
の
所
有
す
る
す
べ
て
の

物
件
を
撤
去
し
て
こ
れ
を
原
状
に
復
す
る
も
の
と
し
、
本
件
負
担
区
分
表
に
基
づ
き
補
修
費
用
を
被
上
告
人
﹇
Ｙ
﹈
の
指
示
に
よ
り
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
」
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　

⑵
負
担
区
分
表
の
内
容

　

負
担
区
分
表
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
事
実
が
確
定
さ
れ
て
い
る
。「
本
件
負
担
区
分
表
は
、
補
修
の
対
象
物
を
記
載
す
る

『
項
目
』
欄
、
当
該
対
象
物
に
つ
い
て
の
補
修
を
要
す
る
状
況
等
（
以
下
『
要
補
修
状
況
』
と
い
う
。）
を
記
載
す
る
『
基
準
に
な
る
状

況
』
欄
、
補
修
方
法
等
を
記
載
す
る
『
施
工
方
法
』
欄
及
び
補
修
費
用
の
負
担
者
を
記
載
す
る
『
負
担
基
準
』
欄
か
ら
成
る
一
覧
表
に
よ
っ

て
補
修
費
用
の
負
担
基
準
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、『
襖
紙
・
障
子
紙
』
の
項
目
に
つ
い
て
の
要
補
修
状
況
は
『
汚
損
（
手
垢
の
汚

れ
、
タ
バ
コ
の
煤
け
な
ど
生
活
す
る
こ
と
に
よ
る
変
色
を
含
む
）・
汚
れ
』、『
各
種
床
仕
上
材
』
の
項
目
に
つ
い
て
の
要
補
修
状
況
は
『
生

活
す
る
こ
と
に
よ
る
変
色
・
汚
損
・
破
損
と
認
め
ら
れ
る
も
の
』、『
各
種
壁
・
天
井
等
仕
上
材
』
の
項
目
に
つ
い
て
の
要
補
修
状
況
は
『
生

活
す
る
こ
と
に
よ
る
変
色
・
汚
損
・
破
損
』
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
退
去
者
が
補
修
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
本
件
負
担
区
分
表
に
は
、『
破
損
』
と
は
『
こ
わ
れ
て
い
た
む
こ
と
。
ま
た
、
こ
わ
し
て
い
た
め
る
こ
と
。』、『
汚
損
』
と
は
『
よ
ご
れ

て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
、
よ
ご
し
て
傷
つ
け
る
こ
と
。』
で
あ
る
と
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
」。

　
　

⑶
負
担
区
分
表
と
契
約
書
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こ
の
負
担
区
分
表
は
、
契
約
書
に
添
付
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
Ｘ
は
、
契
約
締
結
の
際
に
、
本
件
負
担
区
分
表
の
内
容
を
理
解
し
て
い
る
旨

を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
い
た
。

　

㈣
契
約
締
結
に
至
る
経
緯

　

契
約
締
結
に
先
立
つ
平
成
九
年
一
二
月
八
日
、
Ｙ
は
本
件
共
同
住
宅
の
入
居
説
明
会
を
開
催
し
た
。
こ
の
説
明
会
に
お
い
て
は
、「
参
加

者
に
対
し
、
本
件
共
同
住
宅
の
各
住
宅
部
分
に
つ
い
て
の
賃
貸
借
契
約
書
、
補
修
費
用
の
負
担
基
準
等
に
つ
い
て
の
説
明
が
記
載
さ
れ
た

『
す
ま
い
の
し
お
り
』
と
題
す
る
書
面
等
が
配
布
さ
れ
、
約
一
時
間
半
の
時
間
を
か
け
て
、
被
上
告
人
﹇
Ｙ
﹈
の
担
当
者
か
ら
、
特
定
優
良

賃
貸
住
宅
や
賃
貸
借
契
約
書
の
条
項
の
う
ち
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
の
説
明
等
が
さ
れ
た
ほ
か
、
退
去
時
の
補
修
費
用
に
つ
い
て
、
賃
貸
借

契
約
書
の
別
紙
『
大
阪
府
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
ａ
ｎ
ｄ
・
ｙ
ｏ
ｕ
シ
ス
テ
ム
住
宅
修
繕
費
負
担
区
分
表
㈠
』
の
『
５
退
去
跡
補
修
費
等
負
担

基
準
』
…
…
に
基
づ
い
て
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
旨
の
説
明
が
さ
れ
た
が
、
本
件
負
担
区
分
表
の
個
々
の
項
目
に
つ
い
て
の
説
明
は
さ
れ
な

か
っ
た
」
と
の
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　

２　

原
審
ま
で
の
判
断

　

敷
金
か
ら
差
し
引
か
れ
た
三
〇
万
二
五
四
七
円
の
返
還
を
求
め
て
Ｘ
が
提
訴
し
た
の
に
対
し
て
、
原
々
審
（
大
阪
地
裁
平
成
一
五
年
七
月

一
六
日
判
決
）
は
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

Ｘ
か
ら
の
控
訴
に
対
し
て
原
審
（
大
阪
高
裁
平
成
一
六
年
五
月
二
七（
２
）
日
）
も
ま
た
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
の
際
原
審
は
、
①
本
件

補
修
約
定
の
成
否
及
び
本
件
負
担
区
分
表
の
解
釈
、
②
本
件
補
修
約
定
の
有
効
性
、
そ
し
て
③
本
件
敷
金
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
補
修
費
用

の
額
の
三
点
に
つ
い
て
判
示
し
た
。

　

こ
の
う
ち
①
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
本
件
補
修
約
定
は
有
効
に
成
立
し
て
い
る
と
し
、
次
に
負
担
区
分
表
上
の
『
汚
損
』『
破
損
』
等
の
記
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載
は
通
常
損
耗
を
含
ま
な
い
も
の
と
制
限
的
に
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
Ｘ
の
主
張
も
排
斥
し
た
。
そ
の
中
で
原
審
は
、
ま
ず
⑴
「
確
か

に
、
賃
貸
借
契
約
終
了
の
際
の
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
特
約
の
な
い
限
り
、
い
わ
ゆ
る
通
常
損
耗
に
関
す
る
部
分
は
こ
れ
に

含
ま
れ
ず
、
そ
の
修
繕
費
用
は
賃
貸
人
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
と
異
な
る
特
約
を
設
け
る
こ
と
も
契
約
自
由
の
原
則
か

ら
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
一
般
論
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
⑵
本
件
補
修
約
定
に
つ
い
て
、
契
約
書
が
参
照
し
て
い
る
「
負
担

区
分
表
は
本
件
契
約
書
に
添
付
さ
れ
て
そ
の
契
約
内
容
の
一
部
と
な
っ
て
」
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
負
担
区
分
表
に
は
「
通
常
損
耗
分
と

い
え
る
損
耗
も
Ｘ
の
負
担
と
な
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
」、「
そ
の
記
載
も
相
当
程
度
細
か
く
具
体
的
に
な
さ
れ
て
い
て
一
般
に
理
解
で
き
る
程

度
に
明
確
」
と
い
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
Ｘ
が
「
本
件
負
担
区
分
表
の
内
容
を
理
解
し
て
い
る
旨
の
書
面
も
提
出
し
て
い
る
」
こ
と
な
ど
の
事

情
を
根
拠
と
し
て
、「
Ｘ
と
Ｙ
の
間
に
本
件
補
修
約
定
が
成
立
し
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
判
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、
②
に
つ
い
て
諸
々
の
事
情
を
考
慮
し
て
も
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
、
ま
た
③
に
つ
い
て
実
際
に
行
わ

れ
た
補
修
工
事
の
内
容
は
負
担
区
分
表
の
基
準
に
合
致
し
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
も
相
当
と
認
め
ら
れ
、
Ｙ
は
そ
の
補
修
費
用
を
敷
金
か
ら

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
Ｘ
か
ら
上
告
及
び
上
告
受
理
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
の
が
、
本
件
で
あ
る
。

　

３　

判
旨

　

㈠
通
常
損
耗
補
修
特
約
が
賃
貸
借
契
約
の
内
容
と
な
る
た
め
の
要
件

　

最
高
裁
は
、
こ
の
原
審
の
判
断
の
う
ち
、
争
点
①
の
⑵
の
部
分
を
不
当
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
大
阪
高
裁
に
差
し
戻
し
た
。

　

最
高
裁
は
、「
賃
貸
借
契
約
は
、
賃
借
人
に
よ
る
賃
借
物
件
の
使
用
と
そ
の
対
価
と
し
て
の
賃
料
の
支
払
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
据
え
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、「
賃
借
人
は
、
賃
貸
借
契
約
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
賃
借
物
件
を
原
状
に
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回
復
し
て
賃
貸
人
に
返
還
す
る
義
務
が
あ
る
と
こ
ろ
、
…
…
賃
借
物
件
の
損
耗
の
発
生
は
、
賃
貸
借
と
い
う
契
約
の
本
質
上
当
然
に
予
定
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
建
物
の
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
賃
借
人
が
社
会
通
念
上
通
常
の
使
用
を
し
た
場
合
に
生
ず
る
賃
借
物

件
の
劣
化
又
は
価
値
の
減
少
を
意
味
す
る
通
常
損
耗
に
係
る
投
下
資
本
の
減
価
の
回
収
は
、
通
常
、
減
価
償
却
費
や
修
繕
費
等
の
必
要
経
費

分
を
賃
料
の
中
に
含
ま
せ
て
そ
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
事
情
か
ら
す
る
と
、「
建
物
の
賃
借
人
に
そ
の
賃
貸
借
に
お
い
て
生
ず
る
通
常
損
耗
に
つ
い
て
の
原
状
回
復
義
務
を
負
わ
せ
る

の
は
、
賃
借
人
に
予
期
し
な
い
特
別
の
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る
」。
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
最
高
裁
は
、「
賃
借
人
に
同
義
務
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
…
…
そ
の
旨
の
特
約
（
以
下
「
通
常
損
耗
補
修
特
約
」
と
い
う
。）
が
明
確
に
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち

│
特
約
を
お
く
こ
と
自
体
は
契
約
自
由
か
ら
し
て
認
め
ら
れ
る
と
す
る

原
審
の
判
断
は
是
認
し
つ
つ
も

│
通
常
損
耗
に
つ
い
て
の
原
状
回
復
義
務
を
特
約
で
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
一
定
の
要
件
を
要
求
し
た
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
「
明
確
に
合
意
さ
れ
て
い
る
」
と
い
え
る
場
合
と
し
て
、「
賃
借
人
が
補
修
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
通
常

損
耗
の
範
囲
が
賃
貸
借
契
約
書
の
条
項
自
体
に
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
」
場
合
、
あ
る
い
は
ま
た
「
仮
に
賃
貸
借
契
約
書
で
は
明
ら
か

で
な
い
場
合
に
は
、
賃
貸
人
が
口
頭
に
よ
り
説
明
し
、
賃
借
人
が
そ
の
旨
を
明
確
に
認
識
し
、
そ
れ
を
合
意
の
内
容
と
し
た
も
の
と
認
め
ら

れ
る
」
場
合
を
例
示
し
て
い
る
。

　

㈡
本
件
事
案
へ
の
当
て
は
め

　

こ
こ
ま
で
が
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
が
賃
貸
借
契
約
の
内
容
と
な
る
た
め
の
ル
ー
ル
を
示
し
た
部
分
と
な
る
。
そ
し
て
、
最
高
裁
は
、
本

件
事
案
に
こ
の
ル
ー
ル
を
当
て
は
め
て
、「
Ｘ
は
、
本
件
契
約
を
締
結
す
る
に
当
た
り
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
を
認
識
し
、
こ
れ
を
合
意
の

内
容
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
本
件
契
約
に
お
い
て
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
合
意
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
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き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ま
ず
契
約
書
に
つ
い
て
「
本
件
契
約
に
お
け
る
原
状
回
復
に
関
す
る
約
定
を
定
め
て
い
る
の
は
本
件
契
約
書
二
二
条
二
項
で

あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
上
記
１
⑸
﹇
引
用
者
注
：
本
稿
で
は
前
述
１
㈢
⑴
﹈
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
同
項
自
体
に
お

い
て
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
内
容
が
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
契
約
書
が
引
用
し
て
い

る
負
担
区
分
表
に
つ
い
て
も
「
そ
の
内
容
は
上
記
１
⑹
﹇
引
用
者
注
：
本
稿
で
は
前
述
１
㈢
⑵
﹈
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

り
、
要
補
修
状
況
を
記
載
し
た
「
基
準
に
な
る
状
況
」
欄
の
文
言
自
体
か
ら
は
、
通
常
損
耗
を
含
む
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
一
義
的
に
明
白
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、「
本
件
契
約
書
に
は
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
必
要
な
そ
の

内
容
を
具
体
的
に
明
記
し
た
条
項
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
結
論
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
口
頭
に
よ
る
説
明
の
有
無
に
つ
い
て
も
「
Ｙ
は
、
本
件
契
約
を
締
結
す
る
前
に
、
本
件
共
同
住
宅
の
入
居
説
明
会
を
行
っ
て
い

る
が
、
そ
の
際
の
原
状
回
復
に
関
す
る
説
明
内
容
は
上
記
１
⑶
﹇
引
用
者
注
：
本
稿
で
は
前
述
１
㈣
﹈
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
説
明
会
に
お
い
て
も
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
説
明
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
上
告
人
は
、
本
件
契
約
を
締
結
す
る
に
当
た
り
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
を
認
識
し
、
こ
れ
を
合
意
の
内
容
と
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

　

４　

差
戻
後
の
経
緯

　

差
戻
審
に
お
い
て
、
平
成
一
八
年
五
月
一
八
日
に
、
Ｙ
が
Ｘ
に
対
し
て
二
五
万
円
の
解
決
金
を
支
払
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
和
解
が
成
立

し
て
い（
３
）
る
。

（ 96 ）



97

判例研究

註（
２
）　

判
時
一
八
七
七
号
七
三
頁
（
後
掲
表
１
の
裁
判
例
⑪
）。

（
３
）　

日
本
経
済
新
聞
（
大
阪
版
）
二
〇
〇
六
年
五
月
一
九
日
朝
刊
一
六
面
。

三　

検
討

　

１　

問
題
の
所
在

　

㈠
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
に
関
す
る
原
則

　

賃
貸
借
契
約
が
終
了
し
た
際
に
、
賃
借
人
は
、
目
的
物
を
ど
の
よ
う
な
状
態
で
返
還
す
る
の
か
。
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
と
し
て
論
じ
ら

れ
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
直
接
の
明
文
規
定
は
な
い
。

　

そ
れ
で
も
学（
４
）
説
及
び
後
述
す
る
下
級
審
裁
判
例
で
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
ほ
ぼ
異
論
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
賃
借
人

は
、
故
意
・
過
失
あ
る
い
は
異
常
な
使
用
に
よ
っ
て
目
的
物
を
毀
損
さ
せ
た
と
き
に
こ
れ
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
行
え
ば
責
任
を
果
た
し
た

こ
と
と
な
り
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て
目
的
物
に
生
じ
る
「
経
年
変
化
」
や
、
目
的
物
を
通
常
の
用
法
に
従
っ
て
使
用
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
生

じ
る
「
通
常
損
耗
」
に
つ
い
て
は
何
ら
負
担
を
負
わ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

│
法
的
拘
束
力
を

持
っ
た
も
の
で
は
な
い
が

│
平
成
五
年
一
月
二
九
日
住
宅
宅
地
審
議
会
答
申
で
示
さ
れ
た
「
賃
貸
住
宅
標
準
契
約
書
」
や
そ
れ
を
受
け
た

同
年
三
月
九
日
付
け
建
設
省
建
設
経
済
局
長
・
建
設
省
住
宅
局
長
通
達
「
賃
貸
住
宅
標
準
契
約
書
に
つ
い
て
」、
及
び
平
成
一
〇
年
三
月
に

当
時
の
建
設
省
住
宅
局
が
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
と
と
も
に
と
り
ま
と
め
た
「
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」（
そ
の
後
平
成
一
六
年
に
改（
５
）
訂
）
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
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㈡
特
約
の
締
結

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
契
約
書
の
中
で
特
約
を
定
め
る
こ
と
自
体
は
、
学
説
も
、
ま
た
「
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
も
、
禁
じ
て
は
い
な
い
。
実
際
に
は
、
本
判
決
の
事
案
の
よ
う
に
、
多
く
の
建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
通
常
損
耗
や
経
年
変
化
に

か
か
る
補
修
費
用
を
も
賃
借
人
に
負
担
さ
せ
る
特
約
（
通
常
損
耗
補
修
特
約
）
が
締
結
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
成
立
や
効
力
を
め
ぐ
る
裁
判
例

も
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る

　

２　

従
来
の
裁
判
例

　

こ
う
し
た
特
約
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
内
、
何
ら
か
の
形
で
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
三
八
件
（
本
判
決
を
含
む
）

あ
る
（
表
１
）。
こ
れ
を
「
原
状
回
復
義
務
」
に
通
常
損
耗
補
修
特
約
と
し
て
の
効
力
を
与
え
る
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
（
賃
借
人
側
に
有

利
な
も
の
）
と
肯
定
し
た
も
の
（
賃
貸
人
側
に
有
利
な
も
の
）
と
に
わ
け
、
さ
ら
に
裁
判
の
結
論
を
導
い
た
構
成
別
に
分
類
す
る
と
、
表
２

の
通
り
と
な
る
。
本
判
決
の
分
析
に
先
立
ち
、
こ
れ
ま
で
の
下
級
審
裁
判
例
を
こ
こ
で
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

㈠
内
容
規
制

　

ま
ず
、
こ
の
種
の
特
約
を
、
不
当
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
の
理
由
か
ら
無
効
と
す
る
（
内
容
規
制
）
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
を
検
討
し
た
裁
判
例
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
　

⑴
消
費
者
契
約
法
一
〇
条

　

こ
う
し
た
判
断
に
お
い
て
、
こ
こ
数
年
威
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
が
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
で
あ
る
。
裁
判
例
と
し
て
は
、
②
④
⑦
⑫
の

四
件
が
同
条
に
基
づ
い
て
通
常
損
耗
補
修
特
約
（
た
だ
し
裁
判
例
④
で
は
敷
引
き
特
約
）
を
無
効
と
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
こ
の
四
件
の
裁
判
例
を
細
か
く
見
る
と
、
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
賃
借
人
の
原
状
回
復
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義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
民
法
の
条
文
に
根
拠
を
求
め
る
も
の
と
、
特
に
条
文
を
掲
げ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

条
文
上
の
根
拠
を
詳
細
に
あ
げ
る
の
は
、
裁
判
例
⑦
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
四
八
三
条
、
四
〇
〇
条
、（
六
一
六
条
の
準
用
す
る
）
五
九

四
条
を
消
費
者
契
約
法
適
用
の
基
礎
と
し
て
判
示
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
条
文
上
の
根
拠
を
細
か
く
指
摘
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
消
費
者
契

約
法
一
〇
条
「
民
法
、
商
法
そ
の
他
の
法
律
の
公
の
秩
序
に
関
し
な
い
規
定

0

0

の
適
用
に
よ
る
場
合
に
比
し
」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
文
言

に
忠
実
に
解
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
裁
判
例
④
も
、
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
の
判
示
を
、
直
接
に
は
「
賃
貸
借
契
約
の
本
質
」
か

ら
導
き
つ
つ
も

│
こ
の
点
で
は
本
最
高
裁
判
決
と
共
通
す
る

│
、
そ
の
前
提
と
し
て
六
〇
一
条
と
い
う
明
文
の
規
定
を
踏
ま
え
て
い

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
例
②
及
び
⑫
は
、
民
法
上
の
規
定
を
指
摘
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
は
、
明
文
の
規
定
か

ら
乖
離
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
判
例
上
の
準
則
や
契
約
に
関
す
る
一
般
法
理
も
含
め
た
「
不
文
の
任
意
規
定
」
か
ら
乖
離
す
る
場
合
に
も

適
用
さ
れ
る
と
い
う
、
学
説
上
の
多
数（
６
）
説
に
そ
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
は
、
賃
借
人
の
原
状
回
復
義
務
に
つ
い
て
条
文

を
引
か
ず
に
、
た
だ
「
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
用
方
又
は
目
的
物
の
性
質
に
応
じ
た
通
常
の
用
方
に
従
っ
て
使
用
収
益
を
し
た
状
態
で
目

的
物
を
返
還
す
れ
ば
足
り
る
と
い
え
る
」
と
述
べ
る
の
み
で
（
裁
判
例
⑫
）、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
特
約
が
な
い
場
合
の
原
状
回
復
義
務
の

範
囲
を
指
摘
す
る
こ
と
す
ら
な
い
ま
ま
に
（
裁
判
例
②
）、
特
約
を
無
効
と
判
断
し
て
い
る
。

　
　

⑵
民
法
九
〇
条

　

消
費
者
契
約
法
施
行
前
の
事
案
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
同
法
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
れ
で
も
な
お
内
容
規
制
を
行
お
う
と
す
る
と
、

そ
の
際
用
い
ら
れ
る
手
段
は
民
法
九
〇
条
に
よ
る
無
効
判
断
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
民
法
九
〇
条
違
反
を
理
由
と
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
通
常
損
耗
補
修
特
約
を
無
効
と
判
断
し
た
の
は
、
裁
判
例
⑩
の
一
件
の
み

で
あ（
７
）
る
。
し
か
も
、
こ
の
裁
判
例
も
特
優
賃
住
宅
に
関
す
る
事
案
で
あ
り
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
が
特
優
賃
法
施
行
規
則
一
三
条
に
い
う
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「
不
当
な
負
担
」
と
な
る
こ
と
を
前
提
に
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
の
判
断
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
建
物
賃
貸
借
一
般
に
射
程
が
及
ぶ
も
の

で
は
な
い
。

　

特
約
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
特

約
を
定
め
る
こ
と
自
体
は
契
約
自
由
の
原
則
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
（
こ
れ
自
体
は
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
特
優
賃
制
度
や
住
宅
金
融
公
庫
融
資
が
関
係
し
、
関
連
法
令
（
特
優
法
施
行
規
則
一
三
条
、
住
宅
金
融
公
庫

法
施
行
規
則
一
〇
条
一
項
）
に
お
い
て
賃
借
人
に
「
不
当
な
負
担
」
を
課
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
案
に
お
い
て
も
、
私
的
効
力
を
奪

わ
れ
る
ほ
ど
の
強
度
の
不
当
性
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
の
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
（
裁
判
例
⑪
⑮
⑱

）。

　

さ
ら
に
、
原
状
回
復
費
用
と
し
て
賃
貸
借
契
約
終
了
後
に
費
用
を
徴
集
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
家
賃
を
値
上
げ
し
て
事
前

に
費
用
を
徴
集
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
賃
借
人
の
負
担
は
変
わ
ら
な
い
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
お
り
（
こ
う
し
た
計
算
を
詳
細
に
行

う
も
の
と
し
て
裁
判
例
⑮
）、
特
約
を
無
効
に
す
る
ほ
ど
の
「
暴
利
」
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　

㈡
成
立
・
内
容
確
定
段
階
に
お
け
る
規
制

　

以
上
の
よ
う
な
、
条
項
の
内
容
の
不
当
性
に
着
目
し
て
規
制
を
行
お
う
と
す
る
裁
判
例
よ
り
も
件
数
が
多
い
の
が
、
条
項
を
ど
の
よ
う
な

意
味
に
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
段
階
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
当
該
条
項
が
契
約
内
容
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
段
階
で
何
ら
か
の

規
制
を
行
お
う
と
す
る
裁
判
例
で
あ
る
。

　
　

⑴
限
定
解
釈
・
例
文
解
釈

　

そ
の
中
で
も
最
も
多
い
の
が
、
契
約
条
項
を
「
合
理
的
に
」
解
釈
す
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
裁
判
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ

ら
に
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る
。

　

一
つ
は
、
契
約
書
に
お
け
る
「
原
状
回
復
」
と
い
う
文
言
を
、
通
常
損
耗
を
含
ま
な
い
意
味
に
縮
減
し
て
解
釈
（
限
定
解
釈
）
す
る
と
い
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う
手
法
で
あ
る
（
裁
判
例
③
⑧

）。
例
え
ば
裁
判
例

で
は
、「
乙
﹇
賃
借
人
﹈
は
、
本
契
約
が
終
了
し
た
と
き
は
乙

の
費
用
を
も
っ
て
本
物
件
を
当
初
契
約
時
の
原
状
に
復
旧
さ
せ
、
甲
﹇
賃
貸
人
﹈
に
明
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
原
状
回
復
特
約
に

つ
い
て
、「『
契
約
時
の
原
状
に
復
旧
さ
せ
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
終
了
時
の
賃
借
人
の
一
般
的
な
原
状
回
復
義
務
（
…
…
﹇
経

年
変
化
や
通
常
損
耗
分
は
賃
借
人
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
内
容
﹈）
を
規
定
し
た
も
の
と
し
か
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

右
契
約
条
項
に
は
、
賃
借
人
が
通
常
の
使
用
に
よ
る
減
価
も
負
担
す
る
旨
は
規
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
条
項
と
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
が
、
契
約
条
項
に
お
け
る
賃
借
人
の
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
を
定
め
る
記
載
を
「
一
般
的
な
例
示
で
あ
る
」
と
解
釈
（
例
文
解

釈
）
し
、
通
常
損
耗
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
賃
借
人
に
負
担
さ
せ
る
趣
旨
で
は
な
か
っ
た
と
判
示
す
る
も
の
で
あ
る
（
裁
判
例
⑥

⑨
）。
例
え
ば
裁
判
例
⑨
で
は
、「
本
契
約
解
約
時
に
カ
ー
ペ
ッ
ト
、
建
具
、
照
明
灯
の
損
傷
又
は
修
理
代
や
退
去
時
の
室
内
の
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
、
ク
ロ
ス
交
換
代
等
は
原
告
の
負
担
と
す
る
」
旨
の
記
載
に
つ
い
て
、「
契
約
の
趣
旨
か
ら
合
理
的
に
解
す
る
と
、
こ
の
条
項
は
、
原
告

が
負
担
す
べ
き
費
用
の
範
囲
と
項
目
を
一
般
的
のマ

マ

例
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
…
…
原
告
の
居
住
、
使
用
に
よ
っ
て
通
常
生
じ
る
損
耗
に
つ
い

て
は
、
そ
の
回
復
を
原
告
の
負
担
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
手
法
は
、
い
わ
ゆ
る
「
隠
れ
た
内
容
規
制
」
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
内
容
規
制
と
し
て
（
公
序
良
俗
や

不
当
条
項
に
対
す
る
規
制
を
適
用
し
て
）
対
処
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
限
定
解
釈
を
行
う
理
由
に
つ

い
て
詳
細
に
述
べ
る
裁
判
例
の
中
で
は
、「
取
引
当
事
者
の
公
平
を
失
す
る
」（
裁
判
例

）、「
賃
借
人
に
著
し
く
不
利
益
と
な
る
も
の
で
合

理
性
が
な
い
」（
裁
判
例
⑧
）
な
ど
と
、
条
項
の
不
公
平
性
・
不
合
理
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
由
を
細
か
に
述

べ
れ
ば
述
べ
る
ほ
ど
、「
隠
れ
た
」
内
容
規
制
で
は
な
く
、
公
序
良
俗
を
用
い
た
「
明
示
の
」
内
容
規
制
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
疑

問
が
生
じ
て
く
る
。
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他
方
で
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
前
述
の
裁
判
例

の
よ
う
に
、
通
常
損
耗
分
は
賃
借
人
に
負
担
さ
せ
な
い
「
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
し
か

読
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
結
論
だ
け
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
実
質
的
に
は
内
容
規
制
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由

が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
原
審
に
あ
た
る
裁
判
例

で
は
、
契
約
書
中
の
同
じ
文
言
を
異
な
っ
た
意
味
で
解
釈
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
他
の
解
釈
方
法
が
な
い
か
の
よ
う
な
裁
判
例

の
判
示
に
は
疑
問
が
残
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
文
言
を
限
定
解
釈
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
否
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
今
触
れ
た
裁
判
例

の
ほ
か
に
も
う
一
件
、
裁

判
例
⑳
が
あ
る
。
東
京
高
裁
は
そ
こ
で
、
契
約
書
中
に
定
め
ら
れ
た
原
状
回
復
義
務
を
、
限
定
的
に
解
す
る
こ
と
な
く
、「
賃
借
人
が
退
去

す
る
際
に
賃
借
時
と
同
等
の
状
態
に
ま
で
原
状
回
復
さ
せ
る
義
務
」「
本
契
約
締
結
時
の
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
ま
で
要
求
し
て
い
る
（
８
）」
も

の
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
こ
の
裁
判
例
は
、
株
式
会
社
が
賃
借
人
と
な
っ
た
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
賃
貸
借
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
判
決
理
由

中
で
、
居
住
者
の
保
護
と
い
っ
た
目
的
を
こ
こ
で
は
重
視
せ
ず
、「
市
場
性
原
理
と
経
済
合
理
性
」
を
基
礎
に
判
断
を
行
う
べ
き
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
特
殊
な
事
案
と
い
え
る
。

　

⑵
特
約
の
不
成
立

　

解
釈
よ
り
も
さ
ら
に
前
の
段
階
、
す
な
わ
ち
そ
も
そ
も
当
該
条
項
は
（
解
釈
の
対
象
と
な
る
）
契
約
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
の
か

と
い
う
段
階
で
問
題
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
裁
判
例
が
あ
る
。
本
件
最
高
裁
判
決
が
そ
う
で
あ
る
が
、
下
級
審
で
は
裁
判
例

が
あ
る
。

　

下
級
審
判
決
の
う
ち

を
除
く
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
表
現
こ
そ
異
な
る
が
、
要
す
る
に
通
常
損
耗
補
修
特
約
が

│
賃
料
の
支
払
や
敷

金
の
差
入
れ
、
あ
る
い
は
目
的
物
に
対
す
る
善
管
注
意
な
ど
の
義（
亜
）
務
と
比
較
し
て
み
た
と
き
に

│
特
殊
な
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判

断
の
基
礎
と
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
そ
う
し
た
義
務
を
課
す
客
観
的
理
由
や
、
賃
借
人
が
義
務
内
容
に
つ
い
て
認
識
（
可
能
性
）
を

も
っ
て
義
務
負
担
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
を
、
特
約
の
要
件
と
し
て
要
求
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
裁
判
例
を
踏
ま
え
て
、『
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
で
も
、「
経
年
変
化
や
通
常
損
耗
に
対
す
る
修
繕
義
務
等
を
賃
借
人
に
負
担
さ
せ
る

特
約
は
、
賃
借
人
に
法
律
上
、
社
会
通
念
上
の
義
務
と
は
別
個
の
新
た
な
義
務
を
課
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け

れ
ば
効
力
を
争
わ
れ
る
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
賃
借
人
に
特
別
の
負
担
を
課
す
特
約
の
要
件
」
と

し
て
「
①
特
約
の
必
要
性
が
あ
り
、
か
つ
、
暴
利
的
で
な
い
な
ど
の
客
観
的
、
合
理
的
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
、
②
賃
借
人
が
特
約
に
よ
っ

て
通
常
の
原
状
回
復
義
務
を
超
え
た
修
繕
等
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
③
賃
借
人
が
特
約
に
よ
る
義
務
負
担
の

意
思
表
示
を
し
て
い
る
こ
と
」
を
示
し
て
い
る
（
唖
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
裁
判
例
（
娃
）
は
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
が
特
殊
な
義
務
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
の
成
立
要
件
を
厳
格
に
解
す
る
と
い
う

枠
組
み
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
次
の
二
点
に
お
い
て
、
や
や
異
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
が
特
殊
な
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
判
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
前
述
の
裁
判
例
の
よ
う
に
こ
れ
が
単
に

「
伝
統
」「
社
会
通
念
」
に
反
す
る
と
表
現
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
「
賃
貸
借
契
約
の
本
質
」
と
緊
張
関
係
に
立
つ
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
ま
ず
前
提
と
な
る
の
は
「
賃
貸
借
契
約
は
、
民
法
六
〇
一
条
の
規
定
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
賃
貸
人
が
賃
借
人

に
対
し
て
、
賃
貸
目
的
物
の
使
用
収
益
を
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
価
と
し
て
賃
借
人
が
賃
貸
人
に
対
し
て
賃
料
を
支
払
う
こ
と
を
そ
の

本
質
と
す
る
契
約
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
賃
貸
目
的
物
は
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
自
然
劣
化
す
る
と
と
も
に
、

賃
借
人
に
よ
る
通
常
の
使
用
に
よ
っ
て
必
然
的
に
損
耗
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
賃
借
人
が
賃
貸
人
に
対
し
て
支
払
う
賃

料
に
は
、
右
劣
化
や
損
耗
に
よ
っ
て
生
ず
る
賃
貸
目
的
物
の
減
少
価
値
を
補
う
と
い
う
意
味
が
当
然
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」
と
判
示
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
自
然
劣
化
や
通
常
損
耗
に
つ
い
て
ま
で
賃
借
人
に
原
状
回
復
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
賃
貸
借
契
約
の

本
質
に
鑑
み
て
、
特
別
の
要
件
に
服
す
る
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
。

　

第
二
に
、
裁
判
例

は
、
特
別
の
成
立
要
件
と
し
て
は
、「
特
に
当
事
者
間
で
そ
の
旨
の
合
意
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
の
み
を
要
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求
し
て
お
り
、
前
述
の
裁
判
例
の
よ
う
に
「
特
約
の
必
要
性
」
や
「
暴
利
的
で
な
い
こ
と
」
な
ど
の
「
客
観
的
、
合
理
的
理
由
」
に
触
れ
て

い
な
い
。
特
約
の
「
成
立
」
要
件
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
特
約
の
内
容
の
当
・
不
当
の
判
断
に
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

⑶
そ
の
他

　

こ
の
他
、
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
か
ら
、
通
常
損
耗
分
を
排
除
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
裁
判
例
⑰

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
別
途
敷
引

き
特
約
が
結
ば
れ
て
い
た
事
例
で
あ
り
、
通
常
損
耗
分
は
こ
の
敷
引
き
分
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
う
し

た
事
案
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
敷
引
き
特
約
自
体
の
成
立
要
件
や
有
効
性
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
（
敷
引
き
特
約
を
消
費
者
契
約
法

一
〇
条
に
よ
り
無
効
と
し
た
も
の
と
し
て
裁
判
例
④
を
参
照
）、
本
稿
で
は
詳
細
に
立
ち
入
ら
ず
に
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

逆
に
、
通
常
損
耗
分
に
か
か
る
補
修
費
用
を
賃
借
人
の
負
担
と
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
も
の
以
外
で
は
、
裁
判
例
⑤
及

び
⑬
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
特
殊
な
事
案
で
あ
る
。
裁
判
例
⑤
は
、
賃
借
人
が
、
退
去
時
に
費
用
負
担
に
つ
い
て
の
確
認
書
に
「
原
状
回
復

義
務
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
し
、
納
得
し
た
上
で
、
そ
の
合
理
的
意
思
に
基
づ
き
確
定
的
に
承
諾
し
て
」
署
名
・
捺
印
し
て
い
た
と
い
う
事

案
で
あ
る
。
ま
た
裁
判
例
⑬
は
、
公
営
住
宅
に
関
す
る
事
案
で
あ
り
、「
家
賃
が
民
間
の
賃
貸
住
宅
に
比
し
て
特
に
低
廉
に
設
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
」、
及
び
「
建
設
時
か
ら
の
経
過
年
数
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
る
係
数
に
よ
り
建
物
減
価
分
が
毎
年
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
考
慮

し
て
、「
通
常
の
住
宅
使
用
に
よ
る
自
然
減
価
分
が
毎
月
の
家
賃
に
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
判
示
し
た
も
の
で
あ

る
。

３　

本
判
決
に
対
す
る
評
価

　

以
上
の
よ
う
な
従
来
の
裁
判
例
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
本
判
決
の
内
容
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
本
判
決
が
も
つ
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
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い
く
こ
と
と
す
る
。

　

㈠
本
判
決
の
内
容

　
　

⑴
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
成
立
要
件
を
限
定
す
る
理
由

　

本
判
決
は
、
賃
貸
借
契
約
の
成
立
は
認
め
な
が
ら
、「
通
常
損
耗
補
修
特
約
」
に
つ
い
て
は
合
意
が
成
立
し
て
い
な
い
と
の
構
成
で
結
論

を
導
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
述
２
㈡
⑵
「
特
約
の
不
成
立
」
で
紹
介
し
た
下
級
審
裁
判
例
と
同
じ
構
成
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も

「
賃
貸
借
契
約
の
本
質
」
と
の
関
係
で
、
特
約
の
成
立
要
件
を
狭
く
解
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
、
な
お
か
つ
「
成
立
」
要
件
と
し
て
は
内
容

の
合
理
性
を
問
題
と
し
な
い
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
（
裁
判
例

の
と
る
ア
プ
ロ
ー
チ
）
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

確
か
に
最
高
裁
は
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
に
つ
い
て
「
賃
借
人
に
予
期
し
な
い
特
別
の
負
担
を
課
す
」
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
て
お
り
、

一
見
す
る
と
、「
伝
統
」
や
「
社
会
通
念
」
か
ら
見
た
賃
貸
借
契
約
の
内
容
と
は
異
な
る
（
従
っ
て
特
約
の
内
容
が
賃
借
人
に
と
っ
て
予
見

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
最
高
裁
は
、（
六
〇
一
条
を
明
示
に
引
用
こ
そ
し

な
い
も
の
の
）「
賃
貸
借
契
約
は
、
賃
借
人
に
よ
る
賃
借
物
件
の
使
用
と
そ
の
対
価
と
し
て
の
賃
料
の
支
払
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
と
、
物
を
使
用
す
れ
ば
そ
の
分
損
耗
す
る
と
い
う
自
明
の
理
と
か
ら
、「
賃
借
物
件
の
損
耗
の
発
生
は
、
賃
貸
借
と
い
う
契
約

の
本
質
上
当
然
に
予
定
さ
れ
て
い
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、「
使
用
」
と
対
価
関
係
に
立
つ
「
賃
料
」
の
中

に
は
、（
単
に
そ
の
間
物
件
を
使
用
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
の
賃
貸
人
の
不
利
益
分
に
と
ど
ま
ら
ず
）
通
常
損
耗
に
か
か
る
減
価
分
も
含

ま
せ
て
考
え
る
の
が
「
通
常
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
分
析
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
通
常
」
は
、
数
の
多
寡
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
使
用
と
賃
料
が
対
価
関

係
に
立
つ
と
い
う
「
本
質
」
と
も
密
接
に
関
係
し
て
、「
賃
貸
借
と
い
う
類
型
上
当
然
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
と
異
な
る
特
約
が
「
賃
借
人
の
予
期
し
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
表
現
も
、「
賃
貸
借
と
い
う
類
型
を
選
ん
だ
以
上
、
お
よ
そ
予
期
す
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る
必
要
性
・
可
能
性
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
当
然
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。

　
　

⑵
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
成
立
要
件

　

最
高
裁
は
、
こ
う
し
た
「
予
期
し
な
い
特
別
の
負
担
」
を
賃
貸
人
に
課
す
こ
と
自
体
は
、
契
約
自
由
の
原
則
か
ら
認
め
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
成
立
要
件
を
限
定
し
、
そ
の
際
前
述
の
裁
判
例

と
同
様
に
、
特
約
の
内
容
に
対
す
る
評
価
（
必
要
性
・
合
理
性
）
を
交
え

な
い
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
賃
借
人
の
負
担
の
範
囲
が
、
契
約
書
の
条
項
に
明
示
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
賃
借
人
に
明
確
に
認

識
さ
れ
る
か
し
て
、
合
意
の
内
容
と
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

　

そ
し
て
実
際
の
事
案
へ
と
こ
の
ル
ー
ル
を
当
て
は
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
件
契
約
条
項
の
文
言
が
決
し
て
抽
象
的
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
（
阿
）、
さ
ら
に
ま
た
特
約
の
内
容
を
了
解
し
た
旨
を
示
し
た
書
面
が
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
約
を
合
意
の
内
容
と
し
た

も
の
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
通
常
の
約
款
や
契
約
書
式
に
お
け
る
条
項
の
成（
哀
）
立
に
比
し
て
、
非
常
に
厳
し
く
解
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
最
高
裁
の
判
示
は
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
に
関
し
て
は
、
賃
借
人
が
、
契
約
の
中
心
部
分
（
賃
貸
借
で
あ
れ
ば
目

的
物
・
使
用
期
間
と
そ
の
対
価
た
る
賃
料
を
定
め
る
部
分
）
と
同
程
度
か
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
近
い
程
度
の
認
識
・
関
心
を
も
っ
て
合
意

を
形
成
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
は
、
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
対
価
関
係
（
使
用
の
対
価
と
し
て
賃
料
を
払

う
と
い
う
関
係
）
に
変
更
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賃
借
人
は
、
賃
貸
借
と
い
う
契
約
類
型
を
選
択
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

ら
が
合
意
し
た
賃
料
と
い
う
対
価
を
払
っ
た
だ
け
で
は
、「
物
件
を
使
用
さ
せ
る
」
と
い
う
賃
貸
人
か
ら
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
合
意
さ
れ
た
賃
料
に
加
え
て
通
常
損
耗
の
補
修
費
用
を
も
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
合
意
さ
れ
た
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
相
手
方
か
ら
ど
の
よ
う
な
給
付
を
受
け
る
か
、
そ
れ
に
対
し
て
自
ら
は
ど
れ
だ
け
の
反
対
給
付
を
す
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
契
約
成
立
に
あ
た
っ
て
当
事
者
の
関
心
が
向
き
や
す
い
と
同
時
に
、
│
│
民
法
上
、
各
契
約
類
型
の
冒
頭
規
定
が
給
付
・
反
対
給
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付
に
つ
い
て
約
す
る
こ
と
を
契
約
の
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

│
ま
さ
に
当
事
者
が
認
識
し
て
合
意
す
る
べ
き
部
分

で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
「
核
心
的
合
意
部
分
」
と
呼
ん
で
、
契
約
の
履
行
方
法
や
不
履
行
時
の
処
理
に
つ
い
て
定
め
る
「
附
随
的
合
意
部

分
」
と
対
置
し
、「
も
っ
ぱ
ら
契
約
当
事
者
が
意
識
に
の
ぼ
ら
せ
て
交
渉
し
、
主
観
的
関
与
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
契
約
の
中
心
部
分
」
で

あ
る
と
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
（
愛
）。
特
約
が
成
立
す
る
た
め
に
ど
こ
ま
で
の
合
意
を
要
す
る
と
最
高
裁
が
考
え
て
い
る
の
か
は
、
特
約
成
立
を

否
定
し
た
本
判
決
か
ら
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
は
も
は
や
「
附
随
的
」
な
事
項
で
は
な
く
、
契
約
の
対
価
関
係
に

か
か
わ
る
「
核
心
的
」
な
事
項
に
少
な
く
と
も
近
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
挨
）。

　

㈡
本
判
決
の
抱
え
る
問
題
点

　

以
上
の
よ
う
に
、
多
少
踏
み
込
ん
で
本
判
決
の
内
容
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
き
た
が
、
他
方
で
本
判
決
に
は
、
そ
の
射
程
に
つ
い
て
疑

問
な
い
し
問
題
点
も
あ
る
。

　

本
判
決
は
、
消
費
者
契
約
法
施
行
前
の
事
件
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
適
用
さ
れ
た
の
は
契
約
成
立
に
関
す
る
民
事
法

上
の
一
般
法
理
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
と
、
賃
借
人
が
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
本
判
決
が
示
し
た
よ
う
な
特
約
の
成
立
要
件
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
若
干
疑
問
が
残
る
。
例
え
ば
事
業
者
間
で
の
テ
ナ
ン
ト
契
約
で
は
、
賃
借
人
の
原
状

回
復
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
別
表
を
設
け
て
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
に
当
事
者
が
予

め
リ
ス
ク
や
コ
ス
ト
の
配
分
に
つ
い
て
定
め
を
お
い
て
お
く
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
る
（
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
ま
さ

に
こ
う
し
た
合
理
性
を
指
摘
し
、
賃
借
当
時
の
状
態
に
ま
で
戻
す
原
状
回
復
義
務
を
認
め
た
も
の
と
し
て
裁
判
例
⑳
参
照
）。
確
か
に
、
事

業
者
間
の
契
約
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
間
で
交
渉
に
基
づ
い
て
、
明
確
に
認
識
し
た
上
で
の
合
意
が
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る

が
、
そ
う
し
た
合
意
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
特
約
の
成
立
を
主
張
で
き
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
、
事
業
者
間
で
締
結
さ
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れ
る
契
約
に
お
い
て
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
（
姶
）。

　

本
判
決
の
射
程
は
、
や
は
り
消
費
者
契
約
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
形
式
的
な
意
味
で
の

「
消
費
者
契
約
法
」
の
適
用
範
囲
外
の
領
域
に
お
い
て
、「
当
事
者
の
一
方
が
消
費
者
で
あ
る
」
と
の
要
素
を
考
慮
し
た
ル
ー
ル
作
り
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
消
費
者
契
約
法
施
行
前
の
段
階
で
す
で
に
、
ま
た
各
種
の
消
費
者
保
護
法
規
の
適
用
範
囲
外
で
、
自

己
責
任
に
基
づ
い
て
自
己
決
定
を
行
う
「
強
い
・
理
想
的
な
」
当
事
者
と
い
う

│
民
法
が
前
提
と
し
て
い
る

│
イ
メ
ー
ジ
が
貫
徹
で
き

な
い
領
域
（「
消
費
者
保
護
法
理
」
が
働
く
領
域
）
が
あ
る
こ
と
を
、
最
高
裁
が
認
め
た
可
能
性
が
あ
る
。
明
示
的
に
「
消
費
者
」
と
い
う

概
念
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
本
判
決
に
対
し
て
、
消
費
者
契
約
法
の
施
行
前
後
で
機
械
的
に
事
案
を
わ

け
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
消
費
者
契
約
法
施
行
前
の
事
案
で
あ
っ
て
民
事
一
般
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
き
に
も
な
お
、「
消
費

者
」
と
い
う
属
性
が
考
慮
に
入
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
の
評
価
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

㈢
本
判
決
の
も
つ
意
義

　

本
判
決
の
意
義
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
消
費
者
保
護
法
理
」
と
「
民
事
一
般
ル
ー
ル
」
の
関
係
と
い
っ
た
大
き
な
問
題
と
は
別
に
、

さ
ら
に
二
つ
の
も
の
を
指
摘
で
き
る
。

　
　

⑴
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
判
示

　

第
一
に
、
賃
貸
借
契
約
終
了
時
に
お
け
る
賃
借
人
の
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
通
常
損
耗
に
か
か
る
補
修
費
用
つ
い
て
は
賃
借

人
は
負
担
し
な
い
と
い
う
原
則
を
、
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
明
示
し
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

確
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
あ
る
い
は
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
原
則
が
認
め
ら
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
則
を

ど
の
よ
う
に
し
て
導
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
見
解
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
今
回
最
高
裁
が
、
賃
借
人
の
原
状
回
復

義
務
に
つ
い
て
原
則
と
な
る
規
律
を
示
し
た
こ
と
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
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さ
ら
に
、
例
え
ば
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
は
「
不
文
の
任
意
規
定
」
に
反
す
る
場
合
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
っ
た
と
き
に

は
、
最
高
裁
判
例
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
「
不
文
の
任
意
規
定
」
の
存
在
・
内
容
を
明
確
に
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
逆
に
、
仮
に
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
は
明
文
の
任
意
規
定
に
反
す
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
の
立
場
を
採
り
、
し
か
も
原
状
回

復
義
務
の
範
囲
を
直
接
に
定
め
る
明
文
規
定
は
な
い
（
現
に
本
判
決
は
、
理
由
中
で
条
文
を
明
示
に
引
用
し
て
い
な
い
）
と
の
立
場
を
採
る

と
し
て
も
、
本
判
決
が
原
状
回
復
義
務
の
範
囲
を
「
賃
貸
借
契
約
の
本
質
」
か
ら
導
い
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
と
い
う
の
も
賃
貸
借
契

約
に
お
け
る
「
通
常
」
の
ル
ー
ル
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
本
質
上
当
然
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
ル
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
内
容
審
査
に
あ

た
っ
て
の
基
準
と
な
る
資
格
は
、
明
文
の
任
意
規
定
以
上
に
強
い
は
ず
で
あ
り
、
消
費
者
契
約
法
を
拡
張
な
い
し
類
推
し
て
適
用
す
る
こ
と

│
一
般
条
項
の
類
推
適
用
と
い
う
の
は
お
か
し
な
表
現
で
あ
る
が

│
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
（
逢
）。

　
　

⑵
締
結
過
程
で
の
問
題
処
理
の
可
能
性

　

第
二
に
、
本
判
決
が
い
わ
ゆ
る
内
容
規
制
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
理
論
的
に
区
別
さ
れ
る
「
契
約
内
容
確
定
」
の
レ
ベ
ル
で
問

題
を
処
理
し
た
と
い
う
点
に
も
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

　

消
費
者
保
護
法
規
の
先
駆
と
し
て
わ
が
国
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
約
款
規
制
法
（
現
在
は
民
法
典
に
編
入
さ
れ
て
い
る
）
で

は
、
第
三
条
（
葵
）（
現
在
は
民
法
三
〇
五
ｃ
条
一
項
）
に
「
不
意
打
ち
条
項 berraschende K

lausel

の
禁
止
」
が
定
め
ら
れ
、
契
約
の
外
形
に

照
ら
し
て
異
常
な
条
項
は
契
約
内
容
を
構
成
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
こ
の
ほ
か
、
約
款
の
契
約
へ
の
取
り
込
み

（
旧
・
約
款
規
制
法
二
条
、
現
・
民
法
三
〇
五
条
二
項
、
三
項
（
茜
））
や
不
明
瞭
準
則
（
旧
・
約
款
規
制
法
五
条
、
現
・
民
法
三
〇
五
ｃ
条
二

項
（
穐
））
な
ど
、
契
約
内
容
確
定
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

わ
が
国
で
も
消
費
者
契
約
法
制
定
の
過
程
で
、
こ
う
し
た
不
意
打
ち
条
項
の
禁
止
を
は
じ
め
と
す
る
契
約
内
容
確
定
レ
ベ
ル
で
の
規
制
を

設
け
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
が
（
悪
）、
最
終
的
に
成
立
し
た
法
律
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
内
容
規
制
に
関
す
る
八
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│
一
〇
条
と
、
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
事
業
者
か
ら
の
不
当
な
干
渉
に
関
す
る
四
条
の
み
で
あ
り
、
契
約
内
容
の
確
定
に
関
係
す
る
規
定

に
つ
い
て
は

│
強
い
て
あ
げ
る
な
ら
ば

│
せ
い
ぜ
い
三
条
一
項
に
よ
る
事
業
者
の
努
力
義
務
を
指
摘
で
き
る
と
い
う
程
度
で
あ（
握
）
る
。
こ

う
し
た
法
制
定
過
程
を
と
ら
え
て
、
そ
も
そ
も
契
約
内
容
確
定
レ
ベ
ル
に
お
け
る
規
制
の
必
要
性
が
、
独
立
し
た
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（
渥
）。

　

こ
う
し
た
我
が
国
の
議
論
状
況
の
中
で
、
本
判
決
は
、
契
約
相
手
方
が
予
期
し
な
い
よ
う
な
（
契
約
類
型
か
ら
み
て
）
異
常
な
契
約
条
項

が
契
約
の
内
容
に
取
り
込
ま
れ
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
機
能
的
に
は
「
不
意
打
ち
条
項
の
禁
止
」
と
比
肩
し
う
る
契

約
内
容
確
定
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
提
示
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
比
較
法
的
検
討
も
含
め
た
詳
細
な
研
究
は
他
日
を
期
し
た
い
）。
本
判
決
は

そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
契
約
内
容
確
定
の
レ
ベ
ル
で
の
規
制
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
議

論
を
促
す
契
機
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

註（
４
）　

星
野
英
一
『
借
地
・
借
家
法
』（
一
九
六
九
年
・
有
斐
閣
）
二
〇
一
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
債
権
各
論
』（
一
九
九
七
年
・
東
京
大
学
出
版
会
）

二
〇
三
頁
、
幾
代
通
＝
広
中
俊
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法
⒂
債
権
⑹
増
補
版
』（
一
九
九
六
年
・
有
斐
閣
）
三
〇
二
頁
﹇
石
外
克
喜
執
筆
﹈（
た
だ
し
そ

こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
東
京
地
裁
昭
和
五
年
四
月
一
二
日
判
決
・
法
律
新
聞
三
一
一
七
号
一
三
頁
は
、
不
可
抗
力
に
関
す
る
事
例
で
あ
り
、
自
然
損

耗
・
通
常
損
耗
の
問
題
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。

（
５
）　

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
『﹇
改
訂
版
﹈
賃
貸
住
宅
の
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
事
例
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〜
敷
金
返
還
と
原
状

回
復
義
務
〜
』（
二
〇
〇
四
年
・
大
成
出
版
社
）（
以
下
で
は
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
し
て
引
用
す
る
）。

（
６
）　

山
本
敬
三
「
消
費
者
契
約
立
法
と
不
当
条
項
規
制
・
第
一
七
次
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
報
告
の
検
討
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
八
六
号
（
二
〇

〇
〇
年
）
一
四
頁
﹇
二
二
頁
﹈、
中
田
邦
博
「
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
の
意
義
・
一
般
条
項
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
活
用
で
き
る
か
、
そ
の
限
界

は
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
四
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
七
頁
﹇
三
九
頁
﹈、
山
本
豊
「
消
費
者
契
約
法
⑶
・
完―

不
当
条
項
規
制
を
め
ぐ
る
諸
問

（110）
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判例研究

題
」
法
学
教
室
二
四
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
五
六
頁
﹇
六
二
頁
﹈、
潮
見
佳
男
編
『
消
費
者
契
約
法
・
金
融
商
品
販
売
法
と
金
融
取
引
』（
二
〇
〇
一

年
・
経
済
法
令
研
究
会
）
八
八
│
八
九
頁
﹇
松
岡
久
和
執
筆
﹈、
日
本
弁
護
士
連
合
会
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
編
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
消
費
者
契

約
法
』（
二
〇
〇
一
年
・
商
事
法
務
研
究
会
）
一
六
四
頁
、
落
合
誠
一
『
消
費
者
契
約
法
』（
二
〇
〇
一
年
（
二
〇
〇
四
年
補
訂
）・
有
斐
閣
）
一
四

七
頁
。

（
７
）　

裁
判
例
⑯
は
直
接
に
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
一
〇
条
一
項
を
適
用
し
て
お
り
、
ま
た
裁
判
例
⑲
は
「
借
地
借
家
法
の
趣
旨
等
に
照
ら
し

て
」
無
効
で
あ
る
と
判
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
公
序
良
俗
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
８
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
九
五
号
一
七
六
頁
﹇
一
七
九
頁
﹈。

（
９
）　

裁
判
例
⑭
も
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
不
成
立
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
通
常
損
耗
補
修
特
約
に
相
当
す
る
内
容
が
負
担
区
分
表
の
中

に
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
が
契
約
書
の
本
文
（「
賃
借
人
の
責
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
賃
貸
人
が
認
め
た
場
合
」
に
つ
い
て
原
状

回
復
を
免
れ
る
と
の
文
言
が
あ
る
）
と
齟
齬
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
区
分
表
は
「
契
約
の
別
冊
で
あ
り
、
そ
の
一
部
で
あ
っ
て
特
則
で

は
な
﹇
く
﹈」「
本
文
の
趣
旨
に
反
し
な
い
よ
う
に
解
す
べ
き
」
で
あ
る
か
ら
、
特
約
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
案
で
あ
る

（
い
ず
れ
も
判
例
時
報
一
八
五
三
号
九
九
頁
﹇
一
〇
八
頁
﹈）。
他
の
裁
判
例
が
、
契
約
外
の
、
民
法
の
予
定
す
る
原
則
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
け
る
義

務
か
ら
の
乖
離
を
問
題
と
し
て
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
不
成
立
を
導
く
の
に
対
し
て
、
裁
判
例
⑭
は
、
契
約
内
部
に
お
け
る
（
本
文
と
別
表
と
の
）

齟
齬
と
い
う
レ
ベ
ル
で
問
題
を
扱
っ
て
い
る
点
で
特
殊
な
事
案
と
い
え
る
。

（
10
）　
「
社
会
通
念
上
当
然
に
発
生
す
る
義
務
と
は
趣
を
異
に
す
る
新
た
な
義
務
」（
裁
判
例

）、「
予
期
し
な
い
負
担
を
被
る
結
果
と
な
る
」（
裁
判

例

）、「
伝
統
的
な
賃
貸
借
か
ら
は
導
か
れ
な
い
」（
裁
判
例

）
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

前
掲
注
（
５
）・「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
二
二
頁
。

（
12
）　

も
っ
と
も
裁
判
例

は
、
最
終
的
に
は
、
契
約
書
中
の
原
状
回
復
義
務
に
関
す
る
特
約
を
通
常
損
耗
補
修
特
約
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
、
限
定
解
釈
の
構
成
に
よ
っ
て
判
決
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。

（
13
）　

原
審
（
裁
判
例
⑪
）
も
「
そ
の
記
載
も
相
当
程
度
細
か
く
具
体
的
に
な
さ
れ
て
い
て
一
般
に
理
解
で
き
る
程
度
に
明
確
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」

（
判
時
一
八
七
七
号
七
三
頁
﹇
七
八
頁
﹈）
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
原
審
判
決
に
対
す
る
評
釈
で
あ
る
千
葉
恵
美
子
「
判
批
」
判
例
評
釈
五
六
二

号
（
判
例
時
報
一
九
〇
六
号
・
二
〇
〇
五
年
）
二
三
頁
﹇
二
四―

二
五
頁
﹈
も
こ
の
点
に
疑
義
を
呈
し
て
い
な
い
。

（
14
）　

学
説
の
詳
細
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
中
井
美
雄
『
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
・
約
款
の
効
力
』（
二
〇
〇
一
年
・
一
粒
社
）
三
三
七
│
三
四
三
頁
の

ま
と
め
を
参
照
）
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
通
常
の
契
約
に
比
べ
れ
ば
、
顧
客
側
の
主
観
的
意
思
の
関
与
の
度
合
い
が
き
わ
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め
て
希
薄
で
あ
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
約
款
の
拘
束
力
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）　

河
上
正
二
「
契
約
の
成
否
と
同
意
の
範
囲
に
つ
い
て
の
序
論
的
考
察
⑵
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
七
〇
号
（
一
九
九
一
年
）
四
四
頁
﹇
四
五
頁
﹈。
同
『
約
款

規
制
の
法
理
』（
一
九
八
八
年
・
有
斐
閣
・
初
出
一
九
八
五
年
）
一
八
四
│
一
八
五
頁
も
参
照
。

（
16
）　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
特
約
の
内
容
が
単
に
契
約
書
内
に
具
体
的
に
明
記
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
契
約
書
中
で
の
位
置
（
契
約
の
中
心
部
分
で
あ
る

賃
貸
物
件
の
明
細
や
賃
料
額
な
ど
と
並
べ
て
明
記
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
）
や
、
契
約
交
渉
段
階
で
の
開
示
の
必
要
性
と
い
っ
た
こ
と

も
、
今
後
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
生
熊
長
幸
「
大
阪
高
裁
平
成
一
五
年
一
一
月
二
一
日
判
決
﹇
裁
判
例
⑭
﹈
判
批
」
判
例
評
論
五
五
二

号
（
判
例
時
報
一
八
七
六
号
・
二
〇
〇
五
年
）
一
七
二
頁
﹇
一
七
七
頁
﹈
が
、
通
常
損
耗
分
を
賃
料
と
は
別
個
に
徴
収
す
る
（
退
去
時
に
清
算
す

る
）
こ
と
に
つ
い
て
、「
賃
借
人
が
賃
貸
物
件
を
探
す
段
階
で
は
、
類
似
の
賃
貸
物
件
と
比
較
し
て
ど
の
賃
貸
物
件
が
最
も
自
分
に
適
し
て
い
る
か

の
判
断
を
難
し
く
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
17
）　

小
山
泰
史
「
判
例
解
説
」L

E
X

/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
速
報
重
要
判
例
解
説
（http://w

w
w

.tkclex.ne.jp/com
m

entary/pdf_data/2006-
001.pdf

﹇
二
〇
〇
六
年
四
月
二
八
日
掲
載
﹈）
四
頁
は
、
賃
貸
借
契
約
が
店
舗
等
の
営
業
目
的
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
通
常
損
耗
も
賃
借
人
の

負
担
と
す
る
と
い
う
特
約
に
つ
い
て
、「
利
益
の
帰
す
る
所
に
損
失
も
ま
た
帰
す
る
」
と
い
う
原
則
か
ら
、「
よ
り
緩
や
か
な
基
準
で
特
約
の
有
効
性

を
承
認
す
る
こ
と
も
、
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
小
山
教
授
に
は
、
個
人
的
に
電
子
メ
ー
ル
を
通
じ
て
ご
指
導
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
18
）　

周
知
の
通
り
我
が
国
の
民
法
典
は
、
諸
外
国
に
比
べ
て
条
文
数
も
少
な
く
、
し
か
も
定
義
規
定
・
原
則
規
定
と
い
っ
た
「
当
然
の
こ
と
」
が
省

略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
（
大
村
敦
志
『
民
法
総
論
』（
二
〇
〇
一
年
・
岩
波
書
店
）
二
五
頁
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
消
費
者
契
約

法
一
〇
条
適
用
の
基
礎
を
明
文
の
任
意
規
定
に
限
定
し
て
し
ま
う
と
、「
当
然
の
こ
と
」
に
反
す
る
当
事
者
間
の
約
定
が
か
え
っ
て
有
効
と
さ
れ
て

し
ま
う
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
問
題
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
契
約
の
本
質
上
当
然
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
規
律
に
つ
い
て
は

│
そ

も
そ
も
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
の
適
用
を
明
示
の
任
意
規
定
に
反
す
る
場
合
に
限
定
し
な
い
と
の
構
成
を
と
る
（
こ
の
場
合
、
次
に
「
不
文
の
任
意

規
定
」
を
ど
こ
ま
で
の
範
囲
で
認
め
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
）
に
し
ろ
、
同
条
の
本
来
的
適
用
は
明
示
の
任
意
規
定
に
反
す
る
場
合
に
限
ら
れ

る
が
、
拡
張
・
類
推
の
形
で
例
外
を
認
め
て
い
く
と
い
う
構
成
を
と
る
に
し
ろ

│
内
容
審
査
に
あ
た
っ
て
の
基
準
と
し
て
働
く
も
の
と
解
す
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
19
）　

旧
・
約
款
規
制
法
三
条
（
現
・
民
法
三
〇
五
ｃ
条
一
項
）

　
　
　

 

約
款
中
の
条
項
で
、
当
該
事
情
と
り
わ
け
契
約
の
外
形 äußeres E

rscheinungsbild
か
ら
し
て
約
款
使
用
者
の
相
手
方
が
そ
れ
を
予
期
す
る
必
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要
が
な
い
ほ
ど
に
異
例
で
あ
る
も
の
は
契
約
構
成
要
素
と
な
ら
な
い
。

　
　
（
訳
文
は
石
田
喜
久
夫
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
約
款
規
制
法
﹇
改
訂
普
及
版
﹈』（
一
九
九
九
年
・
同
文
館
）
四
一
頁
﹇
増
成
牧
執
筆
﹈
に
よ
る
）

（
20
）　

旧
・
約
款
規
制
法
二
条
（
現
・
民
法
三
〇
五
条
二
項
・
三
項
）

　
　
　

 
①　

次
の
各
号
を
と
も
に
満
た
し
、
且
つ
、
契
約
相
手
方
が
約
款
を
用
い
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
に
は
普
通
取
引
約
款
は
契
約
の
構
成
部
分

と
な
る
。

　
　
　
　

 

一　

約
款
使
用
者
が
契
約
締
結
に
際
し
て
、
契
約
相
手
方
に
対
し
て
、
明
示
的
に
、
ま
た
は
、
明
示
の
指
示
が
契
約
締
結
の
態
様
に
よ
り
著

し
く
困
難
で
あ
る
と
き
に
は
契
約
締
結
の
場
所
で
の
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
よ
う
な
掲
示
に
よ
っ
て
、
普
通
取
引
約
款
を
示
し
た
場

合
。

　
　
　
　

 

二　

約
款
使
用
者
に
よ
っ
て
契
約
相
手
方
に
合
理
的
な
方
法
で
約
款
の
内
容
を
認
識
で
き
る
状
況
が
作
り
出
さ
れ
た
場
合
。

　
　
　

 

②　

契
約
当
事
者
は
、
特
定
の
種
類
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
第
一
項
所
定
の
要
件
に
従
い
、
特
定
の
普
通
取
引
約
款
の
適
用
を
予
め
合
意
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
（
訳
文
は
石
田
編
・
前
掲
注
（
19
）・
二
六
頁
﹇
田
中
康
博
執
筆
﹈
に
よ
る
）

（
21
）　

旧
・
約
款
規
制
法
五
条
（
現
・
民
法
三
〇
五
ｃ
条
二
項
）

　
　
　

 

普
通
取
引
約
款
の
解
釈
に
お
い
て
疑
い
が
あ
る
場
合
は
、
約
款
使
用
者
の
不
利
に
な
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

 

（
訳
文
は
石
田
編
・
前
掲
注
（
19
）・
五
四
頁
﹇
中
田
邦
博
執
筆
﹈
に
よ
る
）

（
22
）　

第
一
六
次
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
中
間
報
告
「
消
費
者
契
約
法
（
仮
称
）
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
」（
一
九
九
八
年
一
月
）
及
び

同
部
会
報
告
「
消
費
者
契
約
法
（
仮
称
）
の
制
定
に
向
け
て
」（
一
九
九
九
年
一
月
）
で
は
、
不
意
打
ち
条
項
に
関
す
る
規
定
や
契
約
条
項
の
解
釈

に
関
す
る
原
則
（
不
明
瞭
準
則
＝
不
明
瞭
な
条
項
に
つ
い
て
消
費
者
に
有
利
な
解
釈
を
優
先
す
る
と
の
原
則
）
に
つ
い
て
定
め
る
べ
き
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
一
七
次
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
報
告
「
消
費
者
契
約
法
（
仮
称
）
の
立
法
に
当
た
っ
て
」（
一
九
九
九
年

一
二
月
）
中
の
消
費
者
契
約
法
検
討
委
員
会
報
告
「
消
費
者
契
約
法
（
仮
称
）
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
」
で
は
、
不
意
打
ち
条
項
に
つ
い
て
の
記

述
は
な
い
。
不
明
瞭
準
則
（
消
費
者
有
利
解
釈
の
原
則
）
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
「
公
平
の
要
請
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
は
し

つ
つ
も
、「
特
定
の
解
釈
原
則
が
法
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
易
に
こ
の
解
釈
原
則
に
依
拠
し
た
判
断
が
行
わ
れ
、
真
実
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と

に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
説
明
し
、
明
文
の
規
定
を
定
め
る
こ
と
に
消
極
的
な
態
度
を
見
せ
て
い
る
（「
第
３　

消
費
者
契
約
法
を
制
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
」
の
「
２　

消
費
者
契
約
の
当
事
者
の
努
力
規
定
」
参
照
）。
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な
お
消
費
者
契
約
法
立
法
に
関
係
す
る
こ
れ
ら
の
報
告
書
は
、
国
民
生
活
審
議
会
の
サ
イ
ト
（http://w

w
w
5.cao.go.jp/seikatsu/shingikai/

kokuseishin/kokuseishin-gaiyou.htm
l

）
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
23
）　

丸
山
絵
美
子
「
本
件
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
一
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
三
頁
は
、
本
件
に
お
け
る
最
高
裁
の
判
断
を
、「
条
項
は
明
確
・

平
易
で
あ
る
べ
き
、
と
い
う
透
明
性
の
原
則
（
消
費
者
契
約
法
三
条
一
項
）
に
か
な
う
も
の
」
と
評
価
し
て
い
る
。

（
24
）　

山
本
敬
三
「
消
費
者
契
約
に
お
け
る
契
約
内
容
の
確
定
」
河
上
正
二
ほ
か
『
消
費
者
契
約
法

│
立
法
へ
の
課
題

│
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
四
号

（
一
九
九
九
年
・
商
事
法
務
研
究
会
）
六
七
頁
﹇
九
二
│
九
三
頁
﹈。

四　

お
わ
り
に

　

冒
頭
に
も
述
べ
た
通
り
、
本
判
決
は
、
民
集
に
掲
載
さ
れ
な
い
い
わ
ゆ
る
「
事
例
判
決
」
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
本
来
狭

い
射
程
し
か
も
た
な
い
本
判
決
か
ら
、
余
り
に
多
く
の
も
の
を
引
き
出
そ
う
と
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
ま
で
述
べ

た
通
り
、
本
判
決
は
、
今
後
の
民
法
理
論
・
消
費
者
法
理
論
の
展
開
に
と
っ
て
非
常
に
示
唆
的
で
あ
り
、
検
討
す
る
べ
き
い
く
つ
か
の
課
題

を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

や
や
深
入
り
し
た
感
も
あ
る
本
稿
が
、
そ
う
し
た
検
討
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

　
﹇
追
記
﹈
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
二
二
日
（
水
）
に
行
わ
れ
た
京
都
産
業
大
学
判
例
研
究
会
に
お
け
る
報
告
を
、
大
幅
に
修
正
し
た

も
の
で
あ
る
。
研
究
会
で
は
、
先
生
方
及
び
院
生
の
方
々
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

ま
た
注
及
び
表
で
参
照
し
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
二
二
日
現
在
で
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

・
脱
稿
後
、
内
田
勝
一
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
三
号
（
平
成
十
七
年
度
重
要
判
例
解
説
・
二
〇
〇
六
年
）
八
六
頁
以
下
に
接

　
　

し
た
。
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表１（裁判例一覧・年月日順）

裁判年月日 出　　典 事件番号 審級関係
① 最判
平17.12.16

判タ1200号127頁 平16年（受）1573号 原審⑪

② 東京簡判
平17.11.29

裁判所 HP
（A5FBF441BB80ECD849257
0ED000943A9）

平17年（少コ）2807号
／平17年（ハ）19941号

③ 東京簡判
平17.8.26

裁判所 HP
（B94476EC308746C9492570
CE0021DB68）

平17年（少コ）1527号

④ 神戸地判
平17.7.14

判時1901号87頁 平16年（レ）109号

⑤ 東京簡判
平17.5.13

裁判所 HP
（0323FB3BA5919A76492570
97001D3B20）

平17年（少コ）464号

⑥ 東京簡判
平17.3.1

裁判所 HP
（28C4E916E8F80F084925701
3000E76E5）

平16年（少コ）3652号

⑦ 大阪高判
平16.12.17

判時1894号19頁 平16年（ネ）1308号 原審⑫

⑧ 東京簡判
平16.10.29

裁判所 HP
（AF41B35618D72D1149256F
C100244F92）

平16年（少コ）1844号

⑨ 東京簡判
平16.10.26

裁判所 HP
（38A48B7C80A08C5949256F
A40026BD62）

平16年（少コ）2620号

⑩ 大阪高判
平16.7.30

判時1877号81頁 平15年（ネ）2503号 原審⑮

⑪ 大阪高判
平16.5.27

判時1877号73頁 平15年（ネ）2559号 上告審①

⑫ 京都地判
平16.3.16

裁判所 HP
（F678EE617714CFE749256E
630019291C）

平15年（ワ）162号等 控訴審⑦

⑬ 名古屋簡判
平16.1.30

裁判所 HP
（01E377FCE5C7679649256E
5C002B8C28）

平15年（ハ）5743号

⑭ 大阪高判
平15.11.21

判時1853号99頁 平14年（ネ）3509号 原審⑱

⑮ 大阪地判
平15.7.18

判時1877号90頁 平15年（ワ）13367号 控訴審⑩

⑯ 福知山簡判
平15.4.4

ガイドライン判決文26
（291頁）

平15年（少コ）2号

⑰ 名古屋簡判
平14.12.17

TKC法律情報データベース
LEX/DB文献番号28081032

平14年（ハ）6602号

⑱ 神戸地尼崎
支判
平14.10.15

判時1853号109頁 平11年（ワ）360号 控訴審⑭

⑲ 東京簡判
平14.9.27

裁判所 HP
（86956B8D1608EDBE49256C
8E00087AFD）

平14年（ハ）3341号
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⑳ 東京高判
平12.12.27

判タ1095号176頁 平12年（ネ）2837号／
平12年（ネ）3134号

東京地判
平12.12.18

判時1758号66頁 平12年（レ）253号／
平12年（レ）278号

原審

大阪高判
平12.8.22

判タ1067号209頁 平12年（ツ）２号 原審

東京簡判
平12.6.27

判時1758号70頁 平11年（少コ）1102号 控訴審

仙台簡判
平12.3.2

ガイドライン判決文17
（237頁）

平11年（ハ）3547号

大阪地判
平11.10.22

判タ1067号210頁 平10年（レ）287号 上告審

東京簡判
平11.3.15

ガイドライン判決文16
（232頁）

平10年（ハ）22号

京都地判
平9.6.10

ガイドライン判決文15
（222頁）

平８年（ワ）442号

伏見簡判
平9.2.25

ガイドライン判決文13
（211頁）

平７年（ハ）315号／
平８年（ハ）103号

仙台簡判
平8.11.28

ガイドライン判決文11
（205頁）

平８年（ハ）567号

横浜地判
平8.3.25

ガイドライン判決文10
（202頁）

平７年（レ）３号

東京簡判
平8.3.19

ガイドライン判決文９
（200頁）

平７年（ハ）30538号

京都地判
平7.10.5

ガイドライン判決文８
（192頁）

平６年（ロ）79号

東京簡判
平7.8.8

ガイドライン判決文７
（191頁）

平７年（ハ）5584号

伏見簡判
平7.7.18

ガイドライン判決文６
（185頁）

平６年（ハ）43号／
平６年（ハ）122号

大阪高判
平6.12.13

判時1540号52頁 平６年（ツ）18号

大阪簡判
平6.10.12

ガイドライン判決文４
（180頁）

平５年（ハ）12636号

東京地判
平6.7.1

ガイドライン判決文２
（164頁）

平５年（レ）213号

名古屋地判
平2.10.19

判時1375号117頁／ガイドラ
イン判決文１（153頁）

平元年（レ）31号／
平２年（レ）24号

（凡例）
・ 裁判所 HP＝裁判所ホームページ・下級裁判所判例集（http://www.courts.go.jp/

search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=04）より検索可能（ただし裁判例
③は日付検索ではヒットしなかった）。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/*.pdfの
　*印部分に、括弧内のファイル名を当てはめたものが URI となる（裁判例③もこ
　の方法ではファイルを入手できる）。
・ ガイドライン＝（財）不動産適正取引推進機構編著『改訂版・賃貸住宅の原状回
復をめぐるトラブル事例とガイドライン～敷金返還と原状回復義務）』（2004年・
大成出版社）に収録
・グレーの網掛けは賃借人側の敗訴
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表２（結論・論点別）

通常損耗補修特約の効力を否定 通常損耗補修特約の効力を肯定

消
費
者
契
約

②東京簡判平17年11月29日
⑦大阪高判平16年12月17日
⑫京都地判平16年３月16日
④神戸地判平17年７月14日（敷引特約）

公
序
良
俗

⑩大阪高判平16年７月30日
⑯福知山簡判平15年４月４日（住金公庫規
　則）
⑲東京簡判平14年９月27日（借地借家法の
　趣旨等）

⑪大阪高判平16年５月27日
⑮大阪地判平15年７月18日
⑱神戸地尼崎支判
　　　　　平14年10月15日
東京地判平12年12月18日

条
項
の
解
釈

限定解釈
　③東京簡判平17年８月26日
　⑧東京簡判平16年10月29日
大阪高判平12年８月22日
東京簡判平12月６月27日
京都地判平９年６月10日
横浜地判平８年３月25日
東京簡判平８年３月19日
京都地判平７年10月５日
東京簡判平７年８月８日
東京地判平６年７月１日
名古屋地判平２年10月19日

例文解釈
　⑥東京簡判平17年３月１日
　⑨東京簡判平16年10月26日

⑳東京高判平12年12月27日
大阪地判平11年10月22日

特
約
の
不
成
立

①最判平17年12月16日（本判決）
仙台簡判平12年３月２日
東京簡判平11年３月15日
伏見簡判平９年２月25日
仙台簡判平８年11月28日
伏見簡判平７年７月18日
⑭大阪高判平15年11月21日（契約本文と齟
　齬する負担区分表の記載の効力を否定）

そ
の
他

⑰名古屋簡判平14年12月17日
大阪高判平６年12月13日
大阪簡判平６年10月12日

いずれも
敷引に通
常損耗分
が含まれ
るとする

⑤東京簡判
平17年５月13日（確認書）
⑬名古屋簡判
　平16年１月30日
 （賃料減額あり）
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