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序

1　

緒
論

　

契
約
の
拘
束
力
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
契
約
の
当
事
者
が
契
約
内
容
や
取
引
条
件
な
ど
を
理
解
し
た
う
え
で
意
思
表
示
を
お

こ
な
う
必
要
が
あ
る
が
、
契
約
締
結
の
意
思
形
成
の
た
め
の
情
報
を
収
集
・
分
析
す
る
責
任
は
、
原
則
と
し
て
各
当
事
者
に
あ
る（

1
）。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
自
己
責
任
の
原
則
に
よ
る
と
、﹁
契
約
締
結
の
た
め
の
情
報
の
収
集
や
情
報
の
分
析
の
失
敗
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
利
益
は
、
情

報
の
収
集
や
情
報
の
分
析
に
失
敗
し
た
者
自
身
が
負
担（

2
）﹂

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
原
則
が
妥
当
す
る
た
め
に
は
、
契
約
当
事
者
が
必
要
な
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
自
己
の
知

識
・
経
験
に
基
づ
い
て
、
入
手
し
た
情
報
を
理
解
し
、
分
析
で
き
る
こ
と
が
前
提
と
な
る（

3
）。

し
た
が
っ
て
、
消
費
者
取
引
等
に
典
型
的
に
現

れ
る
よ
う
に
、
契
約
当
事
者
間
に
情
報
を
収
集
す
る
能
力
や
専
門
的
知
識
に
お
い
て
著
し
い
格
差
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
契
約
締
結
過

程
に
お
け
る
実
質
的
対
等
性
を
確
保
す
る
た
め
、
一
方
当
事
者
か
ら
他
方
当
事
者
に
対
す
る
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

契
約
締
結
過
程
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
を
課
さ
れ
る
当
事
者
の
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
虚
偽
の
説
明
な
い

し
説
明
の
懈
怠
に
よ
っ
て
、
他
方
当
事
者
の
意
思
決
定
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
、
そ
の
者
に
と
っ
て
不
利
な
内
容
の
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
、

契
約
は
有
効
に
成
立
す
る
も
の
の
、
そ
の
契
約
に
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
方
当
事
者
に
は
、（
全
部
ま

た
は
部
分
的
に
）
契
約
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
権
利
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
わ
が
国
で
は
、
特
に
﹁
過
失
に
よ
る
詐
欺
﹂
の
問
題
領
域
を
中
心
に
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き

た
。
初
期
の
段
階
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
が
紹
介
さ
れ（

4
）、―

見
解
相
互
の
理
解
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
も
の
の

―

情
報
提
供
義
務
を
合
意
の
瑕
疵
レ
ヴ
ェ
ル
で
拡
張
す
る
理
論
と
し
て
捉
え
た
り（

5
）、

情
報
提
供
義
務
と
錯
誤
理
論
と
の
接
続
を
意
識
し

て
、﹁
情
報
提
供
義
務
の
違
反
は
、
詐
欺
の
要
件
を
緩
和
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
詐
欺
・
錯
誤
の
要
件
を
統
一
的
に
緩
和
し
た
も
の
と
み
る

べ
き
﹂
と
し
、
情
報
提
供
義
務
を
﹁
詐
欺
・
錯
誤
の
中
間
的
な
法
理
﹂
と
理
解
さ
れ
た
り
し
て
い
る（

6
）。

あ
る
い
は
、
情
報
提
供
義
務
を
﹁
詐

欺
が
成
立
し
な
い
場
合
に
契
約
解
消
を
認
め
る
た
め
の
拡
張
理
論
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
詐
欺
に
お
け
る
欺
罔
行
為
の
違
法
性
判
断
の

基
準
と
な
る
概
念
﹂
と
す
る
見
解
も
あ
る（

7
）。

　

他
方
、
実
務
で
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
不
法
行
為
法
上
の
原
状
回
復
的
損
害
賠
償（

8
）を

認
め
る
判
例
理
論
が
確
立
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
契
約
の
効
力
を
積
極
的
に
否
定
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
契
約
を
不
法
な
も
の
と
し
て
損
害
賠
償
を
認

　
（
一
四
八
一
）
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め
る
の
は
、
法
的
評
価
と
し
て
矛
盾
し
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
た（

9
）。

今
日
の
学
説
で
は
、
原
状
回
復
的
損
害
賠
償
に
﹁
過
渡
的
法
理
﹂
と
し

て
の
位
置
づ
け
を
与
え（

10
）、

む
し
ろ
﹁
合
意
の
瑕
疵
﹂
論
な
い
し
法
律
行
為
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
い
か
な
る
方
法
で
規
範
的
な
解
決
モ
デ

ル
を
提
供
で
き
る
の
か
が
共
通
の
問
題
意
識
と
な
っ
て
い
る（

11
）。

2　

本
稿
の
目
的

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、﹁
合
意
の
瑕
疵
﹂
と
の
連
続
性
も
意
識
し
つ
つ
、
近
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
情
報
提
供
責
任

論―

特
に
制
度
間
競
合
論―
の
視
点
か
ら
比
較
法
的
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ド
イ
ツ
法
を
参
考
に
し
て
、
有
効

に
契
約
が
成
立
し
た
場
合
の
契
約
締
結
上
の
過
失
（culpa in contrahendo

、
以
下c.i.c.

と
も
略
記
す
る
）
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
め
ぐ

る
問
題
を
扱
う（

12
）。

ド
イ
ツ
で
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
過
失
に
よ
る
詐
欺
﹂
の
場

合
に
も
契
約
解
消
を
導
く
判
例
法
理
が
確
立
さ
れ
て
い
る
（
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
原
状
回
復
主
義
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
理
論
を

無
条
件
に
承
認
す
る
と
、
民
法
上
の
意
思
表
示
制
度
を
空
洞
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
（
本
稿
で
は
、
詐
欺
取
消
規
定
を
中
心
に
検
討
す

る
。）。

　

有
名
な
﹁
旋
盤
事
件（

13
）﹂

に
お
い
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
承
認
し
て
以
降
、
判
例
は
、
詐
欺
取
消
規
定
と
の
評
価

矛
盾
性
を
指
摘
す
る
学
説
の
激
し
い
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
ま
で
一
貫
し
た
態
度
を
維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
七

年
九
月
二
六
日
判
決（

14
）に

お
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
も
言
う
。）
は
、
そ
う
し
た
学
説
の
批
判
に
耳
を
傾
け
、―

結

論
に
お
い
て
は
、
契
約
解
消
の
法
律
効
果
を
承
認
す
る
も
の
の―

自
ら
の
理
由
づ
け
を
変
更
す
る
に
至
っ
た
。
略
述
す
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に

よ
れ
ば
、c.i.c.

法
理
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
被
欺
罔
者
に
、
具
体
的
な
﹁
財
産
損
害
﹂
が
生
ず
る
こ
と

―

経
済
的
に
見
て
不
利
な
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と―

を
要
件
と
す
る
。
つ
ま
り
、
従
来
ま
で
と
は
異
な
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に

　
（
一
四
八
二
）
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新
た
な
客
観
的
要
件
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
単
に
被
欺
罔
者
側
の
決
定
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
契
約
解
消
を
導
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
判
例
理
論
の
転
換
に
着
目
し
て
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
保
護
目
的
の
観
点
か
ら
分
析
を
す
す
め
て
い
く
。

よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
は
、
被
害
者
側
に
生
じ
る
い
か
な
る
不
利
益
を
保
護
の
対
象
と
す
る
も
の
な
の
か―

決
定
自
由
の
保
護
を
含
む
の
か
、
そ
れ
と
も
、
財
産
保
護
に
限
定
さ
れ
る
の
か―

と
い
う
点
に
つ
き
、
判
例
お
よ
び
学
説
の
立
場
を
明
ら

か
に
す
る
（
以
下
で
は
、
こ
の
観
点
か
ら
の
分
析
を
﹁c.i.c.

保
護
目
的
﹂
論
と
す
る
）。

　

つ
ぎ
に
、
第
一
の
問
題
に
関
し
て
、
仮
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
保
護
目
的
を
詐
欺
取
消
規
定
の
そ
れ
と
同
質
で
あ
る
と
理
解
し
て
も

―

す
な
わ
ち
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
保
護
目
的
に
決
定
自
由
を
含
む
と
理
解
し
て
も―

、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
の
解

消
が
無
条
件
に
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、両
規
範
に
は
、主
観
的
要
件
面
（
詐
欺
取
消
し
は
﹁
故
意
﹂、c.i.c.

は
﹁
過
失
﹂）

お
よ
び
行
使
期
間
（
詐
欺
取
消
し
は
一
年
、c.i.c.

は
旧
法
下
に
お
い
て
三
〇
年
）
の
点
に
つ
き
、
重
大
な
相
違
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
詐
欺
取
消
し
よ
り
も
緩
や
か
な
要
件
で
も
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

を
正
当
化
す
る
だ
け
の
理
由
づ
け
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
﹁
故
意
ド
グ
マ
﹂
お
よ
び
時
効
期
間
の
問
題
）。

　

さ
ら
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
の
立
法
過
程
で
も
大
き
な
問
題
と
な

っ
た
。
周
知
の
と
お
り
、
二
〇
〇
一
年
の
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
に
よ
り
、
明
文
上
、
新
た
に
契
約
締
結
上
の
過
失
が
規
律
さ
れ
、
評
価

矛
盾
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
一
応
の
立
法
的
解
決
が
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
状
況
は
、
過
失
に
よ
る
詐
欺
を
め
ぐ
っ
て
類

似
の
議
論
状
況
に
あ
る
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
に
と
っ
て
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
三
つ
目
の
課
題

と
し
て
、
ド
イ
ツ
債
務
法
が
改
正
さ
れ
る
際
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
に
着
目
し
て
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
で
も
、
主
に
消
費
者
契
約
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、
本
稿
で
取
り
扱
う
ド
イ
ツc.i.c.

理
論
が
た
び
た
び
紹
介
さ

　
（
一
四
八
三
）
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れ
て
き
た
。
し
か
し
、
比
較
法
理
論
の
﹁
摂
取
﹂
と
い
う
面
で
は
意
欲
的
で
あ
る
も
の
の
、
競
合
す
る
諸
制
度
（﹁
合
意
の
瑕
疵
﹂
な
い
し

法
律
行
為
法
）
と
の
体
系
的
関
連
や
制
度
間
競
合
の
視
点
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る（

15
）。

近
時
の
ド

イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
現
状
を
紹
介
・
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
わ
が
国
の
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
を
め
ぐ
る
議
論
に
新
た
な
分

析
視
覚
を
提
供
す
る
契
機
と
な
れ
ば
、
本
稿
の
目
的
は
ひ
と
ま
ず
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う（

16
）。

　

以
上
の
問
題
意
識
に
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
の
叙
述
を
、
次
の
よ
う
に
構
成
す
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失

に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
の
基
本
的
枠
組
み
に
つ
い
て
説
明
し
、
従
来
の
議
論
を
鳥
瞰
す
る
（
Ⅱ
）。
つ
づ
い
て
、
最
近
の
判
例
法
理
の

展
開
を
受
け
た
学
説
の
状
況
を
紹
介
・
分
析
す
る
（
Ⅲ
）。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
の
下
で
、
契
約
締
結
上
の
過
失
論
が
ど
の

よ
う
な
立
法
的
展
開
を
見
た
の
か
、
特
に
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
責
任
の
視
点
か
ら
、
判
例
お
よ
び
学
説
を
整
理
す
る
（
Ⅳ
）。
最
後
に
、

本
稿
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
（
Ⅴ
）。

Ⅱ　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
け
る
状
況
の
概
観

（
17
）

1　

緒
論

　

ド
イ
ツ
民
法
（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
い
う
。）
旧
規
定
下
に
お
い
て
、
契
約
相
手
方
の
意
思
表
示
の
瑕
疵
に
対
す
る
法
的
責
任
に
つ
い
て
は
、

基
本
的
に
故
意
責
任
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
故
意
に
よ
る
詐
欺
の
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
一
項
で
被
欺
罔
者
に
詐
欺
を

理
由
と
す
る
取
消
権
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
の
故
意
の
良
俗
違
反
に
よ
る
不
法
行
為
な
い
し
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
の
保
護
法

規
違
反
の
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
決
定
侵
害
を
理
由
と
し
て
契
約
関
係
か
ら
の

解
放
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
、
相
手
方
の
悪
意
な
い
し
故
意
を
立
証
す
る
こ
と
に
は
困
難
を
伴
う
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
事
態
を
回
避
す
る

　
（
一
四
八
四
）



ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開

�

九
五

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

た
め
、
情
報
提
供
権
利
者
に
と
っ
て
﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
（unerw

ünschter V
ertrag

）﹂
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
、
詐
欺
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二

三
条
一
項
）
が
成
立
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、﹁
契
約
締
結
上
の
過
失
﹂
に
基
づ
い
て
契
約
の
解
消
を
導
く
理
論
が
判
例
法
上
承
認
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
判
例
理
論
に
よ
る
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
の
構
造
は
、
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
故
意
ま

た
は
過
失
に
よ
っ
て
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
に
違
反
し
た
者
は
、
損
害
賠
償
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
当
該
損
害
賠
償
の
法
律

効
果
は
、
原
状
回
復―
契
約
の
解
消
お
よ
び
巻
戻
し―

を
帰
結
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文（

18
））。

つ
ま
り
判
例
に
よ
れ
ば
、
望
ま
れ

な
い
契
約
の
締
結
は
、
そ
れ
自
体
が
損
害
で
あ
り
、
債
務
者
は
、
原
状
回
復
に
よ
っ
て
そ
れ
を
是
正
す
る
義
務
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
を
被
害
者
側
か
ら
見
れ
ば
、
詐
欺
に
よ
る
契
約
の
取
消
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
一
項
）
を
行
っ
た
場
合
と
同
様
の
法
律
効
果
が
導
か
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
契
約
解
消
は
、
形
成
権
で
は
な
く
、
法
的
に
は
請
求
権
で
あ
る（

19
）。

こ
の
点
に
お
い

て
、
形
成
権
と
し
て
理
解
さ
れ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
一
項
に
基
づ
く
取
消
し
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
解
消
請
求
権
は
、
三
〇
年

の
消
滅
時
効
に
服
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
四
条
一
項
、
一
九
五
条（

20
））。

契
約
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
相
互
交
換
的
な
給
付
の
巻
き

戻
し
に
関
し
て
、
特
別
な
準
則
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
賠
償
権
利
者
と
し
て
は
、
自
ら
が
提
供
し
た
給
付
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
に
基

づ
い
て
返
還
請
求
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
、
現
物
返
還
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
一
条
一
項
に
従
っ
て
、
金
銭
賠
償
を
請
求
で

き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
賠
償
権
利
者
と
し
て
は
、
利
得
調
整
の
観
点
か
ら
、
自
ら
が
受
領
し
た
給
付
の
戻
し
譲
渡

（R
ückübertragung

）
を
義
務
づ
け
ら
れ
る（

21
）。

2　

従
来
の
判
例
お
よ
び
学
説

　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
﹁
旋
盤
事
件（

22
）﹂

に
お
い
て
、
判
例
は
、
詐
欺
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

　
（
一
四
八
五
）
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権
が
競
合
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
し
た
。
そ
し
て
、
結
論
を
正
当
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
づ
け
を
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
取
消
し
は
、
単
な
る
債
務
法
上
の
契
約
解
消
請
求
権
と
異
な
り
、
物
権
的
効
果
を
有
し
て
お
り
、
第
三
者
に
対
し

て
も
、
債
務
の
完
全
な
る
除
去
を
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
契
約
解
消
は
、
物
権
的
効
果
を
有
し
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
両
規
範
に
お
い
て
法
律
効
果
が
異
な
る
と
の
理
由
か
ら
、
取
消
規
定
は
、
損
害
賠
償
法
を
排
斥
す
る
特
別
規
定
た
る
性
格
を
有
し
て
い

な
い
（
法
律
効
果
上
の
差
異
）。
ま
た
、
②
一
般
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
、
一
二
四
条
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
過
失
に
よ
る

被
欺
罔
者
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
い
て
、
そ
の
者
が
失
っ
た
、
よ
り
有
利
な
取
引
に
つ
い
て
の
費
用
賠
償
ま
た
は
損
害
賠
償
（
Ｂ

Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
）
の
請
求
を
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
、
こ
れ
ら
の
賠
償
金
額
は
、
通
常
、
単
な
る
契
約
上
の
義
務
か
ら
の

解
放
よ
り
も
重
大
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
い
て
、
契
約
解
消
請
求
権
自
体
も
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
（
大
か
ら
小
へ
の
論
理
（argum

entum
 a m

aiore ad m
inus

））。
さ
ら
に
、
③
過
失
に
よ
る
詐
欺
の
被
害
者
か
ら
長

期
の
時
効
期
間
の
特
典
を
奪
い
、
か
つ
、
そ
の
者
に
、
悪
意
に
よ
る
行
為
の
困
難
な
立
証
を
強
い
る
実
質
的
理
由
は
明
白
で
な
い
（
時
効
期

間
お
よ
び
証
明
責
任（

23
））。

　

そ
の
後
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
う
し
た
理
由
づ
け
を
基
本
的
に
維
持
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
多
数
の
学
説
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
結
論
を

否
定
し
、
判
例
理
論
の
耐
え
難
い
評
価
矛
盾
性
を
指
摘
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
先
陣
を
き
っ
て
判
例
批
判
を
展
開
し
た
の
が
メ
デ
ィ
ク
ス

（D
ieter M

edicus

）
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
判
例
の
挙
げ
る
根
拠
は
、
い
ず
れ
も
評
価
矛
盾
を
回
避
す
る
説
得
的
な
理
由
に

は
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
取
消
し
と
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
契
約
解
消
と
の
間
の
法
律
効
果
に
は
差
異
が
あ
る
と
の
論
拠
に
つ
き
、
次
の
よ

う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
取
消
し
と
損
害
賠
償
請
求
権
と
を
比
較
す
る
と
、
両
者
が
そ
の
構
造
上
、
非
常
に
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
効
果
の
点
で
は
、
両
者
に
本
質
的
な
相
違
は
存
し
な
い
。
特
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
取
消
し

の
﹁
物
権
的
性
質
﹂
か
ら
生
ず
る
第
三
者
効
に
関
し
て
も
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
四
条
を
理
由
と
し
て
、
債
権
を

　
（
一
四
八
六
）
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取
得
し
た
あ
ら
ゆ
る
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
物
権
的
効
果
﹂
は
取
消
し
の
特
性
で
は
な
い
。
第
二
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三

条
お
よ
び
一
二
四
条
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
で
は
、
必
然
的
に
完
結
的
な
準
則
を
構
成
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
お
よ
び
一
二
四
条
は
、
不
法
行
為
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
お
よ
び
Ｂ
Ｇ
Ｂ

八
二
三
条
二
項
、
同
条
項
に
関
連
し
てStG

B
 

二
六
三
条
）
に
よ
り
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
大
か
ら

小
へ
の
論
理
を
用
い
て
契
約
の
解
消
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
拠
を
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
も
準
用
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
飛

躍
が
あ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、―

不
法
行
為
法
と
異
な
り―

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
一
項
よ
り
も
緩
や
か
な
要
件
で
あ
る
契
約
締
結
上
の

過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
で
も
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
（
長
期
の
時
効
期
間
）
を
得
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
被
害
者
の
利
益
を
指
摘
す
る
点
に
つ
い
て
も
、
立
法
者
に
よ
る
評
価
を
考
慮
し
て
い
な
い
ゆ
え
に
説
得
力
を
持
た
な
い
。
す
な
わ

ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
一
項
は
、
意
思
表
示
の
相
手
方
に
よ
り
、
何
ら
か
の
方
法
で
惹
起
さ
れ
た
錯
誤
に
よ
っ
て
意
思
表
示
に
対
す
る
拘
束

が
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
、
も
は
や
こ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
考
え
方
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
方

の
単
な
る
過
失
に
よ
る
誤
っ
た
説
明
を
信
頼
す
る
者
は
、
通
常
、
そ
の
表
示
に
拘
束
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る（

24
）。

　

そ
の
後
も
、
メ
デ
ィ
ク
ス
が
示
し
た
論
拠
を
基
礎
と
し
て
、
様
々
な
学
説
が
取
消
法
と
損
害
賠
償
法
と
の
規
範
調
整
を
図
ろ
う
と
試
み
た
。

　

後
に
詳
し
く
検
討
す
る
一
九
九
七
年
九
月
二
六
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（
前
掲B

G
H

 N
JW

, 1998, 302.

）
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
学
説
を
ま
と

め
る
と
、
基
本
的
に
、
三
つ
の
体
系
的
な
考
え
方
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る（

25
）。

　

第
一
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
を
理
由
と
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
基
本
的
に
否
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
立
場
は
、
情
報
提
供
義
務
者
が
保
証
人
的
地
位
に
立
つ
場
合
に
限
り
、
例
外
的
に
契
約
解
消
の
法
律
効
果
を
承
認
す
る
。
例
え
ば
、
カ

ナ
ー
リ
ス
（C

laus-W
ilhelm

 C
anaris

）
は
、
原
則
と
し
て
、
過
失
に
よ
る
詐
欺
の
構
造
を
否
定
し
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
関
す
る
諸
事

例
は
、
従
来
の
法
律
手
段―

行
為
基
礎
の
理
論
、
権
利
濫
用
と
い
っ
た
一
般
的
な
法
制
度―

で
適
切
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
、

　
（
一
四
八
七
）
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例
外
的
に
、
未
経
験
者
が
無
意
味
な
契
約
に
誤
導
さ
れ
た
場
合
や
欺
瞞
的
な
広
告
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
の
み
契
約
解
消
の
法

律
効
果
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た（

26
）。

ま
た
、
前
述
の
と
お
り
、
メ
デ
ィ
ク
ス
も
、
基
本
的
に
は
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消

に
否
定
的
な
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
改
説
し
、
契
約
当
事
者
が
特
別
の
専
門
知
識
な
ど
に
基
づ
き
、
契
約
相
手
方
に
対
し
て
、
特
別
な

情
報
提
供
義
務
を
負
う
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
を
理
由
と
し
て
契
約
解
消
を
認
め
る
に
至
っ
た（

27
）。

　

第
二
の
立
場
は
、
詐
欺
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
保
護
目
的
の
相
違
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
取
消

法
は
相
手
方
の
決
定
自
由
の
保
護
を
、
そ
し
て
、
損
害
賠
償
法
は
財
産
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
詳
細
に
み
る
と
、

こ
の
見
解
内
部
で
も
論
者
に
よ
っ
て
は
結
論
が
異
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
（W

erner Schubert

）
は
、
具
体
的
な
財
産

損
害
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
契
約
の
解
消
を
肯
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
に
見
て
均
衡
の
取

れ
た
契
約
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
要
件
を
欠
き
、
契
約
の
解
消
は
認
め
ら
れ
な
い（

28
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｍ
．
リ
ー
プ

（M
anfred L

ieb

）
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
故
意
要
件
を
考
え
る
と
、
契
約
解
消
ま
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
金
銭
に
よ
る
賠
償
に
限
定
し
よ

う
と
す
る（

29
）。

　

第
三
の
立
場
は
、
基
本
的
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
の
法
律
効
果
を
承
認
す
る（

30
）。

た
だ
し
、
除
斥
期
間
に
配
慮
し
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
を
準
用
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
（H

erbert W
iedem

ann

）
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
一
二
四

条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
期
間
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
契
約
解
消
を
認
め
る
判
例
に
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る（

31
）。

　

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
規
定
下
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
の
議

論
を
概
観
し
た
。
次
章
で
は
、
一
九
九
七
年
九
月
二
六
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
を
素
材
と
し
て
、﹁
旋
盤
事
件
﹂
以
降
の
判
例
法
理
の
転
換
と
、

そ
れ
に
対
す
る
学
説
の
反
応
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
試
み
る
。

　
（
一
四
八
八
）
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Ⅲ　

情
報
提
供
責
任
論
の
新
展
開

1　

判
例
法
理
の
転
換―

連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
七
年
九
月
二
六
日
判
決―

　

ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
七
年
九
月
二
六
日
判
決（

32
）（

以
下
、﹁
税
金
見
積
り
過
誤
事
件

（Steuersparm
odell-F

all

）﹂
と
い
う
。）
を
境
に
、
新
た
な
議
論
の
幕
開
け
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
判
決
の
核
心
部
分
は
、
結
論

か
ら
述
べ
る
と
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
、﹁
財
産
損
害
﹂
の
発
生
を
要
件
と
し
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
本
判
決
の
事
案
の
概
要
お
よ
び
判
旨
を
確
認
し
、
そ
の
後
に
、
各
学
説
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
し
た

い
。

【
事
案
の
概
要
】

　

原
告
ら
（
買
主
）
は
、
一
九
八
九
年
四
月
二
八
日
の
公
正
証
書
契
約
に
お
い
て
、
被
告
（
売
主
）
か
ら
、
代
金
七
六
、八
三
七
マ
ル
ク
で

分
譲
住
宅
を
購
入
し
た
。
原
告
ら
は
、購
入
代
金
と
付
随
費
用
の
融
資
に
つ
い
て
、銀
行
か
ら
一
〇
〇
、〇
〇
〇
マ
ル
ク
の
貸
付
け
を
受
け
た
。

　

本
件
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
八
条
の
意
味
で
の
被
告
の
履
行
補
助
者
と
認
定
さ
れ
て
い
る
仲
介
者
が
、
住
宅
の
売
買
契
約
の
準
備
の
際
に
、

買
主
ら
に
対
し
て
、
住
宅
購
入
費
用
は
賃
料
収
入
お
よ
び
節
税
分
に
よ
り
填
補
さ
れ
る
の
で
、
住
宅
を
購
入
す
る
に
あ
た
っ
て
﹁
費
用
は
か

か
ら
な
い
﹂
と
の
説
明
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
少
な
く
と
も
、
毎
年
二
、一
一
二
マ
ル
ク
の
通
常
経
費
以
外
の
雑
費
が
か

か
っ
た
。
原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
仲
介
者
に
よ
る
不
正
確
な
説
明
は
、
単
な
る
過
失
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二

三
条
に
基
づ
く
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
ら
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
請
求
し
、
住
宅
の
返

還
と
引
き
換
え
に
、
融
資
契
約
に
基
づ
く
義
務
か
ら
の
解
放
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
に
基
づ
く
原
状
回
復
）、
ま
た
は
、
一
九
九
三
年
一

　
（
一
四
八
九
）
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月
一
日
以
降
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
。
第
一
審
、
第
二
審
と
も
に
、
原
告
ら
の
請
求
を
認
容
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示

し
て
、
賃
料
収
入
分
と
節
税
分
に
関
す
る
検
討
を
行
わ
せ
る
た
め
、
原
判
決
を
破
棄
・
差
し
戻
し
た
。

【
判
旨
】

　
﹁
原
告
ら
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
観
点
に
基
づ
い
て
、
契
約
の
解
消
を
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
原
告
ら
は
、
一
般
的
な
原
状
回

復
の
法
的
効
果
を
伴
う
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
）。
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
財
産
損

害
の
存
在
が
要
件
と
な
る
。﹂

　
﹁
⋮
⋮
す
な
わ
ち
、
取
消
し
は
、
意
思
へ
の
影
響
の
不
法
な
手
段
に
対
す
る
法
律
行
為
法
上
の
領
域
に
お
け
る
自
由
な
自
己
決
定
を
保
護

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
損
害
の
発
生
と
は
無
関
係
で
あ
る
。c.i.c.

原
則
ま
た
は
不
法
行
為
法
規
範
に
基
づ
く
解
消
は
、
そ
の
要
件
と
し
て
、

損
害
の
発
生
を
必
要
と
す
る
。﹂

　

そ
し
て
、
財
産
損
害
発
生
の
基
準
に
つ
い
て
は
、﹁
基
本
的
に
、
い
わ
ゆ
る
差
額
説
、
つ
ま
り
責
任
を
基
礎
づ
け
る
事
件
の
結
果
と
し
て

生
じ
た
資
産
状
態
と
当
該
事
件
が
な
け
れ
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
資
産
状
態
と
の
比
較
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
言
え

ば
、
原
告
ら
の
資
産
状
態
が
比
較
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
契
約
が
な
け
れ
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
資

産
状
態
と
原
告
ら
の
住
宅
購
入
へ
向
け
ら
れ
た
契
約
締
結
に
よ
り
明
ら
か
と
な
る
全
資
産
状
態
と
が
比
較
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

結
果
、
こ
う
し
た
比
較
に
よ
り
計
算
上
の
損
失
が
残
る
場
合
、
つ
ま
り
契
約
締
結
が
原
告
ら
に
と
っ
て
経
済
的
に
不
利
益
で
あ
っ
た
場
合
に

は
、
損
害
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
、
購
入
し
た
住
宅
が
価
格
不
相
当
な
場
合
、
ま
た
は
、
購
入
目
的
物

の
価
格
は
相
当
で
あ
っ
て
も
、
契
約
に
付
随
す
る
義
務
お
よ
び
そ
の
他
の
不
利
益
が
、
利
益
︹
本
件
で
は
、
賃
料
収
入
お
よ
び
節
税
分―

筆
者
注
︺
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
対
比
を
す
る
際
、
計
算
書
項
目
は
、
責
任
の
保
護
目
的
お
よ

　
（
一
四
九
〇
）
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び
損
害
賠
償
の
調
整
機
能
と
の
関
係
で
評
価
し
、
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
額
説
は
、
一
方
で
、
そ
の
つ
ど
の
責
任
基
礎
、
つ
ま

り
具
体
的
に
は
、
そ
の
責
任
基
礎
を
満
た
す
帰
責
根
拠
と
な
る
事
件
を
考
慮
し
、
他
方
で
、
そ
こ
か
ら
財
産
の
減
少
を
承
認
し
、
ま
た
そ
の

際
に
は
、
取
引
通
念
を
も
考
慮
に
入
れ
た
規
範
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂

　

本
件
に
お
い
て
、﹁
購
入
物
の
価
格
が
売
買
代
金
に
相
当
す
る
場
合―

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る―

、
財
産
損

害
は
、
有
責
な
義
務
違
反
に
よ
り
、
被
害
者
が
自
己
の
財
産
の
任
意
の
処
分
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
す
で
に
存
在
し
得
る
。

損
害
賠
償
請
求
権
は
、
被
害
者
の
具
体
的
不
利
益
を
調
整
す
る
の
に
役
立
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
提
と
し
て
、
損
害
概
念
は
主
体
関
連
的

（subjektbezogen

）
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
の
下
で
財
産
損
害
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
望
ま
れ
な
い
契
約
を
通
じ
て
取

得
さ
れ
た
給
付
が
、
全
く
の
主
観
的
・
恣
意
的
見
地
か
ら
損
害
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
存
す
る
事
情
を
考
慮
し
た
場
合

の
取
引
通
念
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
契
約
締
結
を
不
合
理
な
る
も
の
と
し
て
、
具
体
的
な
財
産
的
利
益
を
不
適
当
、
つ
ま
り
不
利
益
な
る
も
の

と
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。﹂

2　

分
析
の
枠
組
み

　

前
述
の
﹁
旋
盤
事
件
﹂
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
詐
欺
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
競
合
問
題
の
主
た
る
論
拠
を
取
消
し
の
﹁
物

権
的
性
質
﹂
に
求
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
取
消
し
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
二
条
に
基
づ
い
て
、
第
三
者
効
を
有
す

る
の
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
当
事
者
間
に
の
み
影
響
を
及
ぼ
す
に
す
ぎ
な
い（

33
）。

そ
れ
ゆ
え
、
両
規
範
に
お
い
て
、
法
律
効
果
が

異
な
る
と
の
理
由
か
ら
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
の
解
消
を
認
め
て
も
評
価
矛
盾
を
生
じ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、﹁
税
金
見

積
り
過
誤
事
件
﹂
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
競
合
問
題
に
つ
い
て
の
論
拠
を
、
取
消
し
の
﹁
物
権
的
性
質
﹂
で
は
な
く
、
新
た
に
詐
欺
取
消

し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
異
な
っ
た
保
護
目
的
に
求
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

34
）。

す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
詐
欺
取
消
し
は
、

　
（
一
四
九
一
）
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自
由
な
意
思
決
定
そ
れ
自
体
を
保
護
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
行
為
が
経
済
的
に
不
利
益
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
契

約
か
ら
の
解
放
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
被
欺
罔
者

に
財
産
損
害
が
生
ず
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
単
に
被
欺
罔
者
の
決
定
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に

は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用

領
域
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
評
価
矛
盾
を
い
く
ら
か
緩
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
判
例
法
理
の
転
換
を
受
け
、
そ
れ
以
後
の
学
説
で
は
、﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
問
題
に
つ
き
、
特
に
、

c.i.c.

の
保
護
目
的
と
の
関
連
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
契
約
交
渉
段
階
に
お
け
る
一

方
当
事
者
の
注
意
義
務
は
、
相
手
方
の
決
定
自
由
を
も
保
護
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
財
産
の
保
護
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
形
で
問
題

が
立
て
ら
れ
る（

35
）。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
を
試
み
た
う
え
で
、
仮
にc.i.c.

の
保
護
目
的
に
決
定
自
由
を
含
ま
せ
る
と
理
解
し

て
も
、
で
は
、
な
ぜ
﹁
過
失
﹂
に
よ
る
契
約
解
消
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
﹁
故
意
﹂
要
件
お
よ
び
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条

の
取
消
期
間
に
抵
触
し
な
い
か
）、
が
問
題
と
さ
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
比
較
対
象
の
素
材
と
し
て
、﹁
税
金
見
積
り
過
誤
事
件
﹂
判
決
以
前
か
ら
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
と
契
約
締
結
上
の
過
失

と
の
保
護
目
的
の
相
違
を
強
調
し
て
い
た
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ト
ル
お
よ
び
Ｍ
．
リ
ー
プ
の
見
解
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
後
に
、

彼
ら
の
見
解
と
対
立
す
る
形
で
展
開
さ
れ
た
最
近
の
学
説
を
整
理
・
分
析
す
る
こ
と
で
議
論
の
核
心
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。

3　

ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ト
ル
お
よ
び
Ｍ
．
リ
ー
プ
の
見
解（

36
）

　

ま
ず
、
シ
ュ
ト
ル
（H

ans Stoll

）
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
の
要
件
を
満
た
す
契
約
相
手
方
の
違
法
な
手
段
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条

二
項
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
）
に
よ
っ
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
す
で
に
契
約
そ
れ
自
体
が
損
害
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
う
し
た
違
法

　
（
一
四
九
二
）
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状
態
を
是
正
す
る
の
に
契
約
解
消
は
適
切
な
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
締
結
前
の
開
示
義
務
は
、
契
約
相
手
方
の
意
思
自
由
の

保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
義
務
は
、
契
約
が
満
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
期
待
を
契
約
締
結
と
結
び
つ
け
な
い
よ

う
に
当
事
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る（

37
）。

こ
の
よ
う
な
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
基
本
的
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
過
失
に
よ
る

情
報
提
供
義
務
違
反
の
場
合
、
損
害
と
は
、
契
約
締
結
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
契
約
締
結
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
相
手
方
の
﹁
正
当
な

給
付
期
待
の
挫
折
﹂
で
あ
る（

38
）。

し
た
が
っ
て
、
原
状
回
復
の
方
法
に
よ
る
契
約
解
消
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
以
下
）
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失

責
任
と
は
調
和
し
難
い
法
律
効
果
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
被
欺
罔
者
は
、
正
当
な
給
付
期
待
が
挫
折
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
出
捐
を
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
に
基
づ
い
て
巻
き
戻
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
（
信
頼
利
益
の
賠
償（

39
））。

　

次
に
、
Ｍ
．
リ
ー
プ
は
、
シ
ュ
ト
ル
の
見
解
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
る
形
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
の
意
味
で
の
原
状
回
復
的
損
害
賠
償

に
対
す
る
批
判
理
論
を
展
開
す
る
。
Ｍ
．
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
は
、
明
ら
か
に
意
思
自
由
と
損
害
と
を
区
別
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
侵
害
に
対
し
て
、
全
く
異
な
っ
た
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
予
定
し
て
い
る（

40
）。

す
な
わ
ち
、
民
法
の
体
系
か
ら
す
る
と
、
単
な
る
意
思
自
由
の
侵

害
に
対
し
て
は
、
民
法
総
則
で
取
消
権
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
損
害
の
調
整
は
、
損
害
賠
償
法
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
単
な
る
意
思
自

由
の
侵
害
を
﹁
気
乗
り
の
し
な
い
感
じ
（U

nlustgefühl

）﹂
と
い
う
意
味
で
、
非
財
産
的
損
害
と
称
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
し

て
も
、
少
な
く
と
も
、
民
法
総
則
に
お
け
る
意
思
自
由
の
保
護
の
特
別
秩
序
と
は
異
な
る
。
こ
の
特
別
秩
序
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
の
原
状
回

復
へ
と
架
橋
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、﹁
後
悔
権
（R

eurecht

）﹂
の
危
険
を
生
ず
る（

41
）。

つ
ま
り
、

契
約
当
事
者
は
、
事
後
的
に
、
説
明
義
務
違
反
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
と
も
た
や
す
く
負
担
と
な
っ
た
契
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
危

険
性
が
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、c.i.c.

に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
説
明
義
務
違
反
・

助
言
義
務
違
反
か
ら
財
産
損
害
が
生
ず
る
限
り
に
お
い
て
、
金
銭
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
ら
、﹁
過
失
に
よ
る
被
欺
罔
者
﹂
に
、

本
質
的
不
利
益
は
生
じ
な
い
。
そ
し
て
、
契
約
目
的
物
が
全
く
役
に
立
た
な
い
場
合
に
は
、
金
銭
賠
償
に
基
づ
く
費
用
全
額
の
返
還
も
可
能

　
（
一
四
九
三
）
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で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
契
約
を
解
消
す
る
の
と
同
等
の
効
力
を
生
ず
る（

42
）。

4　

契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
決
定
自
由
の
保
障
ス
キ
ー
ム

1　

ロ
ー
レ
ン
ツ
の
見
解

　

契
約
締
結
上
の
過
失
の
保
護
目
的
は
、﹁
財
産
そ
れ
自
体
だ
け
で
な
く
、
法
律
上
承
認
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
交
渉
の
利
益
﹂
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、﹁
法
律
行
為
上
の
決
定
自
由
﹂
も
含
ま
れ
る（

43
）。

そ
し
て
、
具
体
的
な
競
合
問
題
は
、﹁
詐
欺
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く

契
約
解
消
の
異
な
っ
た
因
果
関
係
﹂
に
そ
の
論
拠
を
求
め
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
る
と
の
見
解
が
ロ
ー
レ
ン
ツ
（Stephan L

orenz

）
に
よ
り

示
さ
れ
て
い
る（

44
）。

ⅰ　

c.i.c.

保
護
目
的
の
理
解

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
の
意
味
に
お
け
る
原
状
回
復
と
し
て
の
契
約
解
消
請
求
権
を
認
め
る
見
解
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解

か
ら
の
重
要
な
批
判
が
あ
る
。
反
対
説
（
こ
こ
で
ロ
ー
レ
ン
ツ
が
挙
げ
る
の
は
、上
述
の
シ
ュ
ト
ル
お
よ
び
Ｍ
．
リ
ー
プ
の
各
見
解
で
あ
る
。）

は
、
契
約
解
消
を
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
規
範
目
的
と
は
相
入
れ
な
い
法
律
効
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ト
ル
に
よ

る
と
、
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
っ
て
本
質
的
な
事
情
を
告
知
す
る
義
務
は
、
相
手
方
の
意
思
自
由
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
実
現
不
可
能
な
期
待
が
契
約
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
相
手
方
を
保
護
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
欺
罔
者

の
抱
い
た
正
当
な
期
待
が
挫
折
す
る
場
合
、
損
害
事
実
は
、
契
約
締
結
自
体
で
は
な
く
、
契
約
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
他
方
当
事
者
に
よ
っ
て

有
責
に
惹
起
さ
れ
た
期
待
の
挫
折
が
損
害
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
対
す
る
債
務
者
の
責
任
は
、
債
権
者
に
、

締
結
し
た
契
約
の
解
消
請
求
権
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、契
約
締
結
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
不
利
益
を
調
整
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
（
一
四
九
四
）
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契
約
上
支
払
っ
た
費
用
全
額
が
挫
折
し
た
場
合
、
こ
れ
は
賠
償
さ
れ
る
べ
き
信
頼
損
害
を
意
味
し
、
経
済
的
に
は
完
全
な
る
契
約
の
巻
戻
し

を
も
た
ら
す
が
、
法
的
に
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
の
意
味
に
お
け
る
原
状
回
復
を
意
味
し
な
い
。
部
分
的
な
挫
折
の
場
合
、
減
額
請
求
権

ま
た
は
契
約
費
用
を
含
め
た
反
対
給
付
の
一
部
返
還
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る（

45
）。

　

し
か
し
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
反
対
説
は
正
当
で
な
い
と
す
る（

46
）。

第
一
に
、
契
約
解
消
を
認
め
る
方
が
反
対
給
付
の
減

額
を
請
求
す
る
場
合
よ
り
も
私
的
自
治
と
調
和
す
る
。
こ
れ
は
、
特
に
判
例
が
、
そ
の
他
の
契
約
部
分
が
そ
の
よ
う
に
し
て
変
更
さ
れ
た
条

件
で
締
結
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
財
産
の
差
額
の
調
整
、
し
た
が
っ
て
反
対
給
付
の
減
額
を
認
め
て
い
る
場
合

に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
シ
ュ
ト
ル
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
損
害
事
実
が
契
約
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
正
当
な
給
付
期
待
の
挫
折

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
確
立
さ
れ
た
命
題
で
は
な
い
。
ま
た
契
約
締
結
前
の
関
係
の
多
様
性
を
考
え
る
と
、
論
証
可
能
な
命
題
で
も
な
い
。

む
し
ろ
シ
ュ
ト
ル
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
っ
ぱ
ら
実
現
不
可
能
な
期
待
か
ら
契
約
当
事
者
を
保

護
す
る
と
い
う
、
シ
ュ
ト
ル
特
有
のc.i.c.
の
保
護
目
的
も
、
ま
さ
に
第
一
次
的
に
は
意
思
自
由
の
保
護
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
実
現
不

可
能
な
期
待
が
契
約
の
締
結
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
者
は
、
そ
の
者
が
契
約
を
決
意
す
る
際
、
誤
っ
た
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
結
果
、
そ
の
者
の
決
定
自
由
を
制
限
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
税
金
見
積
り
過
誤
事
件
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
に
対
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、c.i.c.

と
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
二
三
条
に
よ
る
詐
欺
取
消
し
の
異
な
っ
た
保
護
目
的
に
よ
っ
て
競
合
問
題
を
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
た
。
つ
ま
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
は
、
自
由
な
意
思
決
定
そ
れ
自
体
を
保
護
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
契
約
解
消
に
向
け
ら
れ
たc.i.c.

は
、
財
産
損
害
を

保
護
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
に
、
前
提
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
は
、
直
接
に
は
財
産
損
害
の
存
在
を
要
件
と
し
て
い
な

い
。
目
的
物
が
客
観
的
に
は
等
価
値
で
あ
る
が
、
債
務
者
に
と
っ
て
主
観
的
に
﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
で
あ
る
場
合
、
拘
束
を
伴
う
負
担
が

す
で
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
の
意
味
に
お
け
る
損
害
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（﹁
契
約
締
結
損
害
（V

ertragsabschlussschaden

）﹂）。

　
（
一
四
九
五
）
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第
二
に
、
判
例
の
示
し
た
差
額
説
の
理
解
も
不
当
で
あ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
判
例
は
、
一
方
で
﹁
差
額
説
﹂
の
枠
組
み
で
財
産
比
較
を

お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
、
取
引
通
念
に
基
づ
く
﹁
規
範
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
﹂
の
枠
組
み
で
﹁
差
額
説
﹂
を
理
解
す
る
。
そ
の
結
果
、

損
害
概
念
は
、
主
体
関
連
的
（subjektbezogen

）
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、﹁
規
範
的
﹂
損
害
概
念
に
よ
っ
て
﹁
財

産
損
害
﹂
の
要
件
を
再
度
相
対
的
な
も
の
と
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
単
な
る
主
観
的
に
望
ま
れ
な
い
契
約
を
も
財
産
損
害
と
し
て
理
解
す
る

な
ら
ば
、
詭
弁
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い（

47
）。

ⅱ　

評
価
矛
盾
解
決
モ
デ
ル

　

上
述
の
よ
う
に
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、c.i.c.

の
保
護
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
括
す
る
。
財
産
そ
れ
自
体
だ
け

で
は
な
く
、法
的
に
承
認
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
交
渉
の
利
益
が
保
護
さ
れ
る
。
法
律
行
為
上
の
決
定
自
由
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

契
約
締
結
前
の
法
律
関
係
か
ら
は
、
相
手
方
に
財
産
損
害
を
被
ら
せ
な
い
義
務
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
者
の
法
律
行
為
上
の
決
定
自
由
を
許
さ

れ
な
い
態
様
で
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
が
生
ず
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
に
と
っ
て
﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
自
体
が

す
で
に
、﹁
損
害
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
は
、そ
の
理
論
的
基
礎
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、c.i.c.

の
保
護
目
的
と
は
別
個
の
問
題
と
し
て
、
評
価
矛
盾
の
問
題
、
つ
ま
り
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
、
一
二
四
条
と
の
線
引

き
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

ロ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
評
価
矛
盾
問
題
は
、﹁
詐
欺
取
消
し
とc.i.c.
と
の
異
な
っ
た
因
果
関
係
の
要
件
﹂
で
解
決
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

詐
欺
取
消
し
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
常
に
契
約
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、c.i.c.

の
場
合
に
は
、
一
定
の
事
情
の
下
で
し
か

契
約
を
解
消
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
詐
欺
取
消
し
に
つ
い
て
は
、﹁
詐
欺
が
な
け
れ
ば
被
欺

罔
者
は
意
思
表
示
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
そ
の
内
容
で
は
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
時
点
で
は
表
示
し
て
い
な
か
っ
た
で

　
（
一
四
九
六
）
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あ
ろ
う
﹂
と
い
う
こ
と
で
因
果
関
係
は
満
た
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
形
成
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
影
響
で
足
り
、
い
わ
ゆ
る
﹁
偶
然
生

ず
る
詐
欺
（dolus causam

 incidens

）﹂
で
因
果
関
係
は
十
分
満
た
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
法
に
よ
る
契
約
解
消
に
関
し

て
は
、
帰
責
性
を
満
た
す
因
果
関
係
の
枠
組
み
に
お
い
て
、﹁
そ
も
そ
も
詐
欺
が
な
け
れ
ば
契
約
は
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
﹂
こ
と

が
必
要
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
﹁
原
因
を
与
え
る
悪
意
（dolus causam
 dans （

48
））﹂。

　

し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
詐
欺
取
消
し
は
、
任
意
に
処
分
さ
せ
ら
れ
た
法
律
効
果
か
ら
、
法
倫
理
上
、
特
に
重
大
で
あ
る

と
感
じ
ら
れ
る
意
思
決
定
へ
の
侵
害
が
あ
る
場
合
の
定
型
的
な
保
護
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、c.i.c.

は
、
責
任
法
上
の
保
護
か
ら
完
全

に
区
別
さ
れ
た
保
護
手
段
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
強
制
的
に
契
約
解
消
を
も
た
ら
す
必
要
は
な
い
。
悪
意
詐
欺
は
、

何
ら
か
の
方
法
で―

例
え
ば
、
時
間
の
点
で―

契
約
意
思
に
影
響
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
常
に
契
約
解
消
へ
の
権

利
を
有
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、（
過
失
に
よ
る
）c.i.c

の
場
合
、
当
該
法
律
効
果
は
、
必
ず
し
も
、
強
制
的
な
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的

か
つ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
と
の
関
係
で
本
質
的
に
洗
練
さ
れ
た
因
果
関
係
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
契
約
解
消
権
を
取
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
契
約
解
消
（V

ertragsauflösung

）﹂
の
法
律
効
果
に
関
す
る
要
件
事
実
上
の
要
件
は
、
両
者
に
お
い
て
、

法
律
効
果
が
全
く
別
個
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、c.i.c.

の
ほ
う
が
詐
欺
取
消
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
）
の
枠
組
み
よ
り
も
、
よ
り
厳
格

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
は
、
準
則
の
終
局
的
な
性
格
（c.i.c.

の
特
別
規
定
た
る
性
格
）
を
有
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
と

同
時
に
、
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
へ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
お
よ
び
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
五
二
条
の
類
推
適
用
も
問
題
と
な
ら
な
い

（
も
っ
と
も
、
期
間
の
統
一
へ
向
け
た
試
み
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い（

49
））。

　
（
一
四
九
七
）
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⑵　

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
見
解

ⅰ　

c.i.c.

保
護
目
的
の
理
解

　

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
（H

ans C
hristoph G

rigoleit

）
に
よ
れ
ば
、
契
約
締
結
前
の
保
護
原
理
に
は
、
決
定
自
由
の
保
護
も
含
ま
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
保
護
利
益
と
し
て
の
財
産
と
意
思
自
由
と
を
区
別
す
る
確
固
た
る
理
由
は
明
白
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
部
の
学
説
お
よ
び
﹁
税
金

見
積
り
過
誤
事
件
﹂
の
判
例
は
、
契
約
締
結
前
の
保
護
法
益
の
区
別
を
支
持
す
る
が
、
妥
当
で
な
い
。
第
一
に
、
原
状
回
復
は
、
財
産
損
害

を
要
件
と
し
て
い
な
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
、
二
五
一
条
一
項
参
照
）。
ま
た
、
財
産
的
損
害
は
、
決
定
自
由
の
妨
害
の
な
い
状
態
を

回
復
す
る
た
め
の
費
用
と
し
て
常
に
潜
在
的
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
、
当
事
者
に
と
っ
て
、
客
観
的
な
市
場
価
値
と
主
観
的

利
益
の
価
値
を
比
較
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
信
頼
保
護
の
観
点
か
ら
も
正
当
化
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
は
、
相

手
方
に
よ
っ
て
自
己
の
財
産
が
侵
害
さ
れ
な
い
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
っ
て
欺
罔
行
為
が
さ
れ

な
い
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
経
験
則
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る（

50
）。

ⅱ　

評
価
矛
盾
解
決
モ
デ
ル

　

こ
の
よ
う
に
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
は
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
と
同
様
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
保
護
法
益
に
決
定
自
由
の
保
護
も
含
め
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
評
価
矛
盾
克
服
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
彼
は
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
と
は
異
な
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
無

制
限
に
は
認
め
な
い
。
む
し
ろ
、
取
消
法
と
の
法
体
系
上
お
よ
び
法
技
術
的
な
問
題
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に

基
づ
く
契
約
解
消
の
法
律
効
果
を
否
定
し
、
そ
の
法
律
効
果
を
取
消
法
に
排
他
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
こ
そ
が
論
理
的
に
一
貫
す
る
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
は
、
取
消
規
定
の
法
的
性
質
を
、
原
状
回
復
に
お
け
る
特
別
規
定
と
し
て
理
解
す
る（

51
）。

そ
う
し
た
グ
リ
ゴ

ラ
イ
ト
の
考
え
の
基
礎
に
あ
る
の
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
以
下
の
拡
張
、
す
な
わ
ち
、﹁
情
報
提
供
上
の
故
意
ド
グ
マ
﹂
の
克
服
で
あ
る
。

　
（
一
四
九
八
）
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グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
民
法
本
来
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
契
約
締
結
前
の
意
思
瑕
疵
に
対
す
る
責
任
は
、
も
っ
ぱ
ら
故
意
に
よ
る

欺
罔
行
為
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
、
四
六
三
条
二
文
、
八
二
六
条
参
照
）。
ド
イ
ツ
民
法
典
が
立
脚
す
る
﹁
故
意
ド
グ
マ
﹂

は
、
過
失
に
よ
る
詐
欺
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
責
任
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
立
法
者
に
よ
る
評
価
決
定
は
、
非
制
定
法

上
の
法
の
継
続
形
成
の
方
法
で
も
慣
習
法
を
承
認
す
る
こ
と
で
も
、
さ
ら
に
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
）
を
援
用
す
る
こ

と
や
判
例
へ
の
制
度
的
委
任
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
な
い（

52
）。

　

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
故
意
ド
グ
マ
克
服
の
手
が
か
り
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
立
法
者
の
評
価
決
定
が
、
法
的
に
も
事
実
的
に
も
、

民
法
の
歴
史
的
背
景
に
依
拠
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
に
機
能
変
化
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
か
つ
て

の
立
法
者
に
よ
る
評
価
決
定
の
規
範
的
な
説
得
力
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る（

53
）。

そ
し
て
、
今
日
で
は
、
故
意
ド
グ
マ
を
修
正
す

る
た
め
の
説
得
的
な
根
拠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

54
）。

以
下
に
述
べ
る
四
つ
の
理
由
が
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
主
た
る
論
拠
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
故
意
ド
グ
マ
は
、
新
た
な
法
の
発
展
に
よ
っ
て
拘
束
力
を
弱
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
約
款
規
制
法
一
一
条
七
号

で
契
約
締
結
上
の
過
失
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
法
の
継
続
形
成
に
よ
る
契
約
締
結
前
の
責
任
準
則
の
拡
張
に
対
し

て
、
立
法
者
は
好
意
的
に
容
認
し
て
き
た
。
ま
た
、
自
己
責
任
を
実
質
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
状
況
を
積
極
的
に
考
慮
し
、
特
別
法
に
お

い
て
故
意
ド
グ
マ
を
個
別
的
に
修
正
し
て
い
る
（
不
正
競
争
防
止
法
一
三
a
条
、
証
券
取
引
法
・
投
資
取
引
法
の
目
論
見
書
責
任
、
保
険
契

約
法
上
の
情
報
提
供
義
務
）。
第
二
に
、
情
報
提
供
上
の
過
失
責
任
は
、
契
約
締
結
前
の
保
護
原
理
な
い
し
信
頼
原
理
の
観
点
か
ら
、
よ
り

積
極
的
な
基
礎
を
与
え
ら
れ
る
（
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
理
解
か
ら
す
る
と
、
契
約
締
結
前
の
保
護
法
益
に
は
、
財
産

保
護
と
同
様
、
決
定
自
由
の
保
護
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
む
し
ろ
、
立
法
者
は
、
契
約
締
結
前
の
保
護
原
理
が
拡
張
さ
れ
る

傾
向
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
故
意
ド
グ
マ
と
の
間
に
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
）。
第
三
に
、
客

観
的
・
目
的
論
的
視
点
か
ら
言
え
ば
、
故
意
ド
グ
マ
は
、
情
報
提
供
の
必
要
性
が
増
大
し
た
こ
と
か
ら
、
も
は
や
正
当
性
を
維
持
す
る
こ
と

　
（
一
四
九
九
）
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が
で
き
な
い
。
民
法
典
施
行
後
、
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
の
必
要
性
が
ま
す
ま
す
増
大
す
る
中
で
、﹁
経
済
的
財
と
し
て
の
情
報
﹂
が
有

す
る
特
質
は
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
交
換
を
侵
害
し
、
市
場
を
機
能
不
全
に
す
る
危
険
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
故
意
ド
グ
マ
は
、

説
明
義
務
の
予
防
目
的
と
も
調
和
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
故
意
ド
グ
マ
は
、
情
報
提
供
義
務
者
側
の
情
報
取
得
の
回
避
を
助
長
し
、
さ
ら
に
、

被
欺
罔
者
に
と
っ
て
克
服
す
る
こ
と
が
困
難
な
故
意
の
証
明
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。
第
四
に
、
故
意
ド
グ
マ
は
、
比
較
法
的
観
点
あ
る
い

は
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
と
い
っ
た
国
際
的
取
引
原
則
か
ら
し
て
も
支
持
さ
れ
な
い（

55
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
法
に
基
礎
を
置
く
﹁
情
報
提
供
上
の
故
意
ド
グ
マ
﹂
を
克
服
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
以
下
を
拡
張
さ
せ
る
こ
と
で
、
民

法
の
体
系
的
整
合
性
が
保
た
れ
る
。
ま
た
、
民
法
上
の
様
々
な
契
約
解
消
モ
デ
ル
（W

iderruf

、R
ücktritt

、W
andelung

、K
ündigung

）

の
ほ
か
に
、
損
害
賠
償
法
に
よ
る
契
約
解
消
を
並
立
さ
せ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
法
適
用
の
複
雑
性
が
緩
和
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
取
消
し
は
、

形
成
権
で
あ
り
、
請
求
権
の
形
を
採
る
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
契
約
解
消
よ
り
も
構
造
上
優
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
方
的
形
成
権
は
、
構

成
的
に
単
純
か
つ
明
白
で
あ
り
、
法
美
学
的
に
優
先
す
る
価
値
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
同
時
に
、
事
態
に
適
合
し
た
行
使
期
間
の
問
題

も
一
挙
に
解
決
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
の
適
用（

56
））。

⑶　

カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解

　

か
つ
て
、
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
る
批
判
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
判
例
へ
の
全
面
的
な
批
判
を
展
開
し
て
い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
自
ら
の

見
解
を
修
正
す
る
に
至
っ
た
の
が
カ
ナ
ー
リ
ス
で
あ
る（

57
）。

カ
ナ
ー
リ
ス
は
、c.i.c.

の
保
護
目
的
を
包
括
的
に
理
解
し
た
う
え
で
、
瑕
疵
担

保
法
に
よ
る
解
決
モ
デ
ル
を
提
唱
す
る
。

　
（
一
五
〇
〇
）
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ⅰ　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
問
題

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
い
て
、
売
主
が
目
的
物
に
つ
い
て
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
売
主
に
よ
る
誤
っ
た
説
明
が
目
的

物
に
対
す
る
﹁
性
状
の
合
意
﹂（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
一
項
）
ま
た
は
﹁
性
質
保
証
﹂（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
二
項
）
の
対
象
と
な
る
事
実
に
関
す

る
場
合
、
そ
の
者
は
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
判
例
に
よ
れ
ば
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
契

約
締
結
上
の
過
失
責
任
は
そ
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
と
い
う
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
る（

58
）。

ⅱ　

瑕
疵
担
保
責
任
の
要
件
へ
の
接
近

　

カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
自
ら
の
見
解
を
従
来
の
判
例
と
関
連
づ
け
て
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
締
結
上
の
過
失
と
瑕
疵
担
保
法
と
の
競
合

が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
否
定
し
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
承
認
し
た
重
要
判
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
う
え
で
、

そ
れ
ら
が
瑕
疵
担
保
責
任
の
要
件
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
と
い
う（

59
）。

　

ま
ず
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
﹁
旋
盤
事
件
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
事
件
で
は
、
売
主
の
被
用

者
が
旋
盤
を
設
置
す
る
場
所
を
正
確
に
測
定
し
た
後
に
、
買
主
に
対
し
て
、
売
却
し
た
旋
盤
を
特
定
の
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

の
誤
っ
た
保
証
を
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
支
配
的
か
つ
的
確
な
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
主
観
的
瑕
疵
概
念
を
用
い
る
場
合
、
物
の

瑕
疵
に
つ
い
て
の
線
引
き
は
極
め
て
微
妙
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
旋
盤
が
契
約
当
事
者
間
で
前
提
と
し
た
も
の
よ
り
も
大
き
す
ぎ
る
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
設
置
す
る
た
め
に
予
定
し
た
場
所
が
狭
す
ぎ
る
と
い
う
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
区
別
に
よ
っ
て
、
買
主
か
ら
売
買
契
約
解
放
の
可
能
性
を
奪
う
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
、
全
く
理
解
で
き
な
い（

60
）。

　

ま
た
、
有
名
な
企
業
売
買
の
事
例
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
売
却
し
た
企
業
の
売
却
時
ま
で
の
収
益
、
売
上
高
、
あ
る
い
は
残
債
務
に

関
し
て
誤
っ
た
説
明
が
さ
れ
た
場
合
に
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
で
は
な
く
、
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
適
用
し
て
い
る
。
し

　
（
一
五
〇
一
）
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か
し
、
同
条
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
主
観
的
瑕
疵
概
念
に
基
づ
い
て
度
々
批
判
さ
れ
て
い
た（

61
）。

　

さ
ら
に
、﹁
税
金
見
積
り
過
誤
事
件
﹂
で
は
、
住
宅
購
入
の
際
、
売
主
が
買
主
に
対
し
て
、
融
資
を
受
け
る
た
め
に
締
結
し
た
消
費
貸
借

に
つ
い
て
は
節
税
分
お
よ
び
賃
料
収
入
を
合
計
し
て
返
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
買
主
の
資
産
に
対
し
て
損
失
を
被
る
こ

と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
旨
を
誤
っ
て
﹁
保
証
﹂
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、﹁
欠
陥
の
あ
る
﹂
金
融
商
品
と
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ

で
も
契
約
締
結
上
の
過
失
が
瑕
疵
担
保
責
任
と
類
似
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る（

62
）。

　

カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
関
連
す
る
諸
事
例
が
瑕
疵
担
保
法
へ
と
接
近
し
て
い
く
こ
と
は
、
一
般

に
、
解
釈
上
・
要
件
上
も
有
意
義
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
帰
責
要
件
の
水
準
を
も
高
め
る
も
の
で
あ
る（

63
）。

実
際
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
問

題
と
な
る
場
合
、
他
方
当
事
者
に
よ
る
欺
瞞
的
な
説
明
が
、
必
要
な
変
更
を
加
え
て
（m

utatis m
utandis

）、
い
わ
ゆ
る
性
状
の
合
意
の

要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
が
決
定
的
で
あ
る
（
主
観
的
瑕
疵
概
念
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
買
主
の
一
方
的
な
使
用
目
的
か
ら
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
﹁
契
約
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
た
使
用
﹂
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る（

64
）。

　

上
述
し
た
と
お
り
、﹁
旋
盤
を
予
定
し
た
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
か
、﹁
売
却
さ
れ
る
企
業
が
売
却
時
ま
で
に
一
定
の
収
益

ま
た
は
売
上
げ
を
獲
得
し
て
き
た
﹂
と
か
、﹁
節
税
分
お
よ
び
賃
料
収
入
を
合
計
す
る
と
、
不
動
産
に
か
か
る
融
資
費
用
が
弁
済
さ
れ
る
だ

ろ
う
﹂
等
々
の
説
明
は
、
性
状
の
合
意
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
成
立
要
件
を
内
容
的
に
は
完
全
に
充
足
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

解
す
る
と
、契
約
締
結
上
の
過
失
が
問
題
と
な
る
諸
事
例
で
は
、単
な
る
﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
（unerw

ünschter V
ertrag

）﹂
ま
た
は
﹁
期

待
に
沿
わ
な
い
契
約
（nicht erw

artungsgerechter V
ertrag

）﹂
か
ら
の
保
護
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
一
項
の

文
言
に
即
し
て
言
え
ば
、﹁
前
提
に
適
合
し
な
い
契
約
（nicht voraussetzungsgem

äß
er V

ertrag

）﹂
ま
た
は
﹁
前
提
に
反
す
る
契
約

（voraussetzungsw
idriger V

ertrag

）﹂
が
問
題
と
な
る（

65
）。

　

カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
適
用
範
囲
に
対
し
て
も
、
い
く
ら
か
説
得
力
あ
る
線
引

　
（
一
五
〇
二
）
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き
の
基
準
が
見
出
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
準
則
の
適
用
を
、
非
制
定
法
上
（praeter legem

）
認
め

ら
れ
る
法
の
継
続
形
成
と
し
て
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
も
し
他
方
当
事
者
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
一
項
の
意
味

に
お
け
る
性
状
の
合
意
と
同
一
内
容
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
自
己
の
説
明
の
正
確
さ
に
対
す
る
責
任
を
負
う
な
ら
ば
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
一
二
三
条
の
故
意
の
制
限
な
い
し
そ
れ
に
基
礎
を
置
く
﹁
情
報
提
供
上
の
故
意
ド
グ
マ
﹂
に
修
正
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に

つ
い
て
、
正
当
な
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
契
約
解
消
の
行
使
期
間
に
関
し
て
言
え
ば
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
契

約
締
結
上
の
過
失
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
五
二
条
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
五
三
条
の
類
推
適

用
を
提
案
す
る（

66
）。

5　

判
例
お
よ
び
学
説
の
分
析

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
も
と
に
、
ド
イ
ツ
で
の
評
価
矛
盾
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
の
議
論
を
整
理
・
分
析
す
る
。

⑴　
﹁
旋
盤
事
件
﹂
以
降
、
確
立
さ
れ
た
判
例
理
論
は
、―

メ
デ
ィ
ク
ス
を
は
じ
め
と
す
る
批
判
理
論
に
直
面
し
な
が
ら
も―

長
い
間

そ
の
理
由
づ
け
を
維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、﹁
税
金
見
積
り
過
誤
事
件
﹂
判
決
は
、
そ
れ
ま
で
の
理
由
づ
け
を
変
更
し
、
新
た
な

理
由
づ
け
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
の
新
た
な
理
由
づ
け
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
とc.i.c.

と
の
保
護
目
的
の
相
違
を
強
調

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
は
、
単
な
る
過
失
に
よ
る
決
定
自
由
の
侵
害
が
保
護
の
対
象
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
の
理
解
は
、
一
部
の
学
説（

67
）で

支
持
さ
れ
た
も
の
の
、
大
多
数
の
学
説
か
ら
は
圧
倒
的
に
拒
絶
さ
れ
た
。
判
例

批
判
理
論
が
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
は
、
原
状
回
復
を
規
定
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
は
、
財
産
損
害
を
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
、
二
五
三
条
一
項
参
照（

68
））。

も
っ
と
も
、
判
例
も
財
産
損
害
を
要
件
と
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
厳
格
な
も
の
と
は

考
え
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
判
例
に
お
い
て
も
、
財
産
損
害
の
要
件
は
主
観
的
な
も
の
と
し
て
捉

　
（
一
五
〇
三
）
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え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
単
な
る
決
定
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
だ
け
の
場
合
と
比
べ
て
も
、
結
論
に
お
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
を
も
た
ら

さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑵　

し
か
し
な
が
ら
、
学
説
で
は
、
よ
り
積
極
的
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
保
護
法
益
と
し
て
、
相
手
方
の
﹁
財
産
﹂
と
﹁
決
定
自
由
﹂

と
を
区
別
せ
ず
に
取
り
扱
う
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、決
定
自
由
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
批
判
的
見
解
も
参
考
に
し
つ
つ
、

前
述
し
た
ロ
ー
レ
ン
ツ
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
各
見
解
を
分
析
す
る
。

　

ⅰ　

ま
ず
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
見
解
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、c.i.c.

の
保
護
目
的
は
包
括
的
で
あ
る
と
の
命
題
を
前

提
と
し
た
う
え
で
、
法
律
行
為
上
の
決
定
自
由
を
もc.i.c.

の
保
護
目
的
に
含
ま
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
望
ま
れ
な

い
契
約
は
、
そ
れ
自
体
が
損
害
で
あ
る
。
そ
し
て
、
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
契
約
解
消
の
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
と
は
異
な
る
﹁
因
果
関

係
の
要
件
﹂
が
問
題
と
な
る
た
め
、
評
価
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
試
み
に
対
し
て
は
、
Ｍ
．
リ
ー
プ
か
ら
、

以
下
の
よ
う
な
批
判
が
さ
れ
て
い
る（

69
）。

す
な
わ
ち
、
Ｍ
．
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
が
、c.i.c.

は
﹁
き
わ
め
て
重
要
、
か
つ
、
原

則
と
し
て
、
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
意
思
瑕
疵
の
法
の
た
め
の
補
充
的
制
度
に
発
展
し
た
﹂
と
考
え
る
場
合
、
彼
は
、c.i.c.

が
そ
の
よ
う
に
機

能
変
化
を
遂
げ
た
理
由
に
つ
い
て
、
学
問
的
な
論
証
責
任
を
負
う
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、c.i.c.

を
財
産
領
域
に
限
定
す
る
従
来
の

伝
統
理
論
に
対
し
て
、
そ
れ
は
﹁
確
立
で
き
る
命
題
で
は
な
い
﹂
と
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
従

来
の
伝
統
理
論
を
修
正
し
た
い
と
考
え
る
者
がc.i.c.

の
機
能
変
化
に
つ
い
て
の
論
証
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ

ー
レ
ン
ツ
の
場
合
、
そ
う
し
た
論
証
責
任
が
い
っ
さ
い
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、
評
価
矛
盾
解
消
の
論
拠
と
し
て
、
ロ
ー

レ
ン
ツ
の
主
張
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
とc.i.c.

と
の
異
な
っ
た
因
果
関
係
の
要
件
に
つ
い
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
に
よ
る
取
消
し
の
﹁
物

権
的
効
果
﹂
を
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
従
前
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（
前
掲
﹁
旋
盤
事
件
﹂）
と
同
様
、
表
面
的
な
論
拠
に
す
ぎ
ず
、
説
得
的
な
解
釈

論
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。

　
（
一
五
〇
四
）
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ⅱ　

つ
ぎ
に
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
見
解
で
あ
る
。c.i.c.

の
保
護
目
的
に
決
定
自
由
も
含
む
と
す
る
点
で
は
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
も
ロ
ー
レ

ン
ツ
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
と
は
異
な
り
、
情
報
提
供
上
の
過
失
責
任
は
、
原

則
と
し
て
、
現
行
法
か
ら
直
接
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、﹁
故
意
ド
グ
マ
﹂
は
、
民
法
典
に
お
い
て
、
意
識
的
か
つ
完
結

的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
修
正
す
る
た
め
に
は
、﹁
法
律
訂
正
の
法
の
継
続
形
成
﹂
に
よ
る
厳
格
な
要
件
を

伴
う
の
で
あ
る（

70
）。

そ
う
し
た
前
提
を
出
発
点
と
し
て
、
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
﹁
法
律
訂
正
の
法
の
継
続
形
成
﹂
を
正
当
化
す
る
機
能
変

化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
法
体
系
的
・
法
技
術
的
な
観
点
お
よ
び
行
使
期
間
の
妥
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
お
よ
び
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
を
拡
張
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
試
み
に
つ
い
て
、Ｍ
．
リ
ー
プ
は
、

﹁
故
意
ド
グ
マ
﹂
克
服
の
分
析
手
法―

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
に
よ
る
法
律
行
為
上
の
決
定
自
由
の
保
護
の
厳
格
な
制
限―

、
お
よ
び
、
そ

の
方
法
論
的
試
み―

法
律
行
為
上
の
決
定
自
由
を
保
護
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
拡
張―

と
も
に
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
研
究
を
高
く
評

価
す
る
。
も
っ
と
も
、
Ｍ
．
リ
ー
プ
自
身
、
結
論
と
し
て
は
、
単
な
る
過
失
に
よ
る
詐
欺
の
取
消
し
を
正
当
化
す
る
﹁
法
律
訂
正
の
法
の
継

続
形
成
﹂
を
承
認
す
る
た
め
の
要
件
は
、
い
ま
だ
十
分
に
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る（

71
）。

　

ⅲ　

最
後
に
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解
で
あ
る
。
カ
ナ
ー
リ
ス
が―

従
前
と
異
な
り（

72
）―

契
約
締
結
上
の
過
失
の
保
護
目
的
に
決
定
自
由

を
も
包
摂
す
る
と
明
言
し
て
い
る
点
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る（

73
）。

も
っ
と
も
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
場
合
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
や
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
と

は
異
な
り
、
従
来
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
枠
組
み
で
包
摂
さ
れ
て
い
た
諸
事
例
を
瑕
疵
担
保
法
に
お
け
る
性
状
の
合
意
の
問
題
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
評
価
矛
盾
の
解
決
を
図
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、c.i.c.

の
保
護
目
的
に
は
、

財
産
あ
る
い
は
決
定
自
由
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、﹁
前
提
に
適
合
す
る
﹂
契
約
の
期
待
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、

瑕
疵
担
保
法
に
基
づ
く
解
決
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
結
果
、﹁
情
報
提
供
上
の
故
意
ド
グ
マ
﹂
に
修
正
を
加
え
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、
瑕
疵
担
保
法
に
取
り
込
ま
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
非
制
定

　
（
一
五
〇
五
）
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法
上
の
法
の
継
続
形
成
と
し
て
認
め
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
の
カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解
に
対
し
て
は
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
か
ら
以
下
の
よ
う

な
批
判
が
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
立
場
に
よ
る
と
、
第
一
に
、
説
明
懈
怠
の
場
合
に
は
過
失
責
任
を
正
当
化
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
誤
っ
た
説
明
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
性
状
の
合
意
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
積
極
的
に
誤
っ
た
情
報
提
供
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
性
状
の
合
意
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
契
約
締
結
前
の
説
明
を
契
約
上
の

保
証
が
あ
っ
た
の
と
同
様
に
扱
う
こ
と
も
不
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
期
待
は
、
直
接
に
は
契
約
上
の
保
証
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い

し
、
さ
ら
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
準
則
は
、
原
則
と
し
て
、
消
極
的
利
益
を
調
整
す
る
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
積
極
的
利
益

の
調
整
を
認
め
る
こ
と
と
同
様
の
結
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る（

74
）。

6　

小
括

　

以
上
の
検
討
の
結
果
、﹁
税
金
見
積
り
過
誤
事
件
﹂
以
降
の
判
例
お
よ
び
学
説
で
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
め
ぐ

る
問
題
が
、
二
つ
の
視
点
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
こ
こ
で
再
度
、
要
点
の
み
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
以
下
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
に
対
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
承
認
す
る
場
合
、
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
①
契
約
締
結

上
の
過
失
の
保
護
目
的
に
決
定
自
由
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
判
例
と
学
説
で
は
、
考

え
方
に
相
違
が
存
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
ま
り
判
例
に
よ
れ
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
保
護
目
的
は
﹁
決
定
自
由
﹂
で
は
な
く
、﹁
財

産
﹂
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
は
、﹁
財
産
損
害
﹂
が
発
生
す
る
場
合
に
し
か
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
は
、
両
方
の
保
護
法
益
を
区
別
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
は
、
そ
れ
自
体
が
﹁
損
害
﹂

で
あ
る
。
次
に
、
②
学
説
の
理
解
を
前
提
と
し
た
上
で
、
つ
ま
り
決
定
自
由
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解

　
（
一
五
〇
六
）
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消
に
一
応
の
理
論
的
基
礎
を
認
め
た
と
し
て
、
い
か
な
る
根
拠
に
よ
り
、
詐
欺
取
消
し
と
の
規
範
調
整
を
図
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
前
節
の
分
析
に
お
い
て
、
学
説
内
部
で
方
法
論
的
に
激
し
い
対
立
が
存
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

以
上
の
確
認
を
踏
ま
え
て
、
次
章
で
は
、
債
務
法
現
代
化
法
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
、
お
よ
び
、
現
行
法
の
下
で
の
議
論
を
中
心
に

考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

Ⅳ　

ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
と
情
報
提
供
責
任
論
の
現
況

　

ド
イ
ツ
連
邦
司
法
省
は
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
、
ド
イ
ツ
債
務
法
の
抜
本
的
改
正
に
取
り
組
む
た
め
、﹁
債
務
法
現
代
化
法
（Schuldrechts

m
odernisierungsgesetz

）﹂
の
﹁
討
議
草
案
（D

iskussionsentw
urf

）﹂
を
公
表
し
た
。
一
連
の
経
過
の
中
、
学
界
を
巻
き
込
ん
で
債
務

法
改
正
論
議
が
活
発
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
連
邦
司
法
省
は
、
当
初
の
方
針
を
軌
道
修
正
し
、
こ
う
し
た
内
外
の
意

見
を
聴
取
し
た
う
え
で
、
二
〇
〇
一
年
三
月
六
日
と
二
二
日
に
﹁
討
議
草
案
の
整
理
案
（K

onsolidierte F
assung des 

D
iskussionsentw

urf

）﹂
を
公
表
し
た
。
同
年
五
月
九
日
に
、
こ
の
整
理
案
を
も
と
に
し
て
、﹁
政
府
草
案
（R

egierungsentw
urf

）﹂
が

公
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
、
一
部
を
修
正
し
た
う
え
で
成
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
か
ら
改
正
民

法
典
と
し
て
施
行
さ
れ
た（

75
）。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
本
稿
の
目
的
に
沿
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
論―

と
り
わ
け
、
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
責
任―

の
観
点

か
ら
、﹁
討
議
草
案
﹂
の
内
容
を
確
認
し
、
そ
の
後
、﹁
討
議
草
案
﹂
に
対
す
る
学
説
の
反
応
を
概
観
す
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
、
契
約
締
結
上

の
過
失
論
全
体
か
ら
考
察
を
加
え
る
も
の
と
し
て
、
ダ
ウ
ナ
ー
・
リ
ー
プ
の
見
解
を
と
り
あ
げ
る
。
さ
ら
に
、
博
士
号
取
得
論
文
の
公
表
後

も
情
報
提
供
責
任
の
領
域
で
意
欲
的
に
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
る
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
後
、﹁
討

　
（
一
五
〇
七
）
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議
草
案
﹂
に
対
す
る
議
論
を
経
て
、﹁
債
務
法
現
代
化
法
﹂
の
立
法
者
が
い
か
な
る
決
定
を
お
こ
な
っ
た
の
か
を
概
観
し
、
判
例
お
よ
び
学

説
を
整
理
す
る
。

1　

債
務
法
現
代
化
法
の
﹁
討
議
草
案
﹂
の
公
表
と
学
説
の
反
応

　

討
議
草
案
三
〇
五
条
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
三
〇
五
条
（
討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
）、
旧
三
一
〇
条
（
討
議
草
案
三
〇
五
条
二
項
）、
旧
三
一
二

条
一
項
（
討
議
草
案
三
〇
五
条
三
項
）
の
内
容
を
一
つ
の
条
文
に
ま
と
め
て
い
る
。
旧
法
の
内
容
は
、文
言
ど
お
り
に
引
き
継
が
れ
て
お
り
、

変
更
さ
れ
て
は
い
な
い
。
新
た
に
規
定
さ
れ
た
の
は
、討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
二
文
で
あ
る
。
当
該
規
定
に
よ
り
、﹁
契
約
締
結
上
の
過
失
﹂

が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

76
）。

討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

　
【
討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
】

﹁
法
律
行
為
に
よ
る
債
務
関
係
の
成
立
な
い
し
債
務
関
係
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
当
事
者
間
に
お
け

る
契
約
を
必
要
と
す
る
。
二
四
一
条
二
項
に
基
づ
く
諸
義
務
を
伴
う
債
務
関
係
は
、
す
で
に
、
契
約
の
準
備
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
。﹂

　

討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
二
文
は
、
契
約
の
締
結
前
に
お
い
て
す
で
に
、
契
約
当
事
者
間
と
同
様
の
債
務
関
係
が
生
じ
う
る
こ
と
を
規
定

す
る
。
そ
し
て
、
討
議
草
案
理
由
書
で
は
、
契
約
締
結
前
の
段
階
で
生
じ
る
義
務
が
多
様
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
義
務
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
る
利
益
に
も
重
大
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て（

77
）、

契
約
締
結
上
の
過
失
を
明
文
化
す
る
際
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
三
つ
の
問

題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
制
度
を
明
文
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
た
意
味
の
あ

る
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
。
第
二
に
、
明
文
化
す
る
場
合
に
は
、
ど
こ
に
相
当
な
規
定
を
入
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
。
第
三
に
、
契
約

　
（
一
五
〇
八
）
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締
結
上
の
過
失
の
内
容
に
関
し
て
、
一
般
条
項
的
な
規
定
を
そ
の
ま
ま
定
式
化
す
る
べ
き
か
、
ま
た
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
関
連
す
る

最
重
要
の
適
用
事
例
を
規
範
化
す
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
個
別
事
例
を
通
じ
て
一
般
条
項
を
具
体
化
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る（

78
）。

　

以
下
で
は
、
討
議
草
案
理
由
書
を
参
照
し
て
、
討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
二
文
の
内
容
を
少
し
詳
し
く
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

⑴　

討
議
草
案
理
由
書
に
お
け
る
討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
二
文
の
内
容

　

討
議
草
案
理
由
書
は
、
従
来
の
学
説
お
よ
び
判
例
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
制
度
を
す
べ
て
統
一
的
に
規
律
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
討
議
草
案
は
、
こ
の
よ
う
に
詳
細
な
準
則
を
規
定
し
な
い
理
由
と
し
て
、
契
約
締
結
前
に
顧

慮
さ
れ
う
る
義
務
が
大
き
な
可
変
性
・
多
様
性
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
義
務
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
に
も
相
違
が
あ
る

こ
と
を
挙
げ
る（

79
）。

し
た
が
っ
て
、
討
議
草
案
で
提
案
さ
れ
て
い
る
規
定
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
命
題
を
定
め
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
慎
重
な
態
度
を
と
る
理
由
と
し
て
、
討
議
草
案
理
由
書
は
、﹁
判
例
が
発
展
さ
せ
た
原
則
に
及
ば
な
い
準
則
は

規
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う（

80
）﹂

と
説
明
す
る
。
要
す
る
に
、
討
議
草
案
で
は
、
従
来
の
法
状
況
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
意
図
さ
れ
て

い
な
い
。

　

ま
た
、
討
議
草
案
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
を
規
律
す
る
と
し
て
も
、
多
く
の
新
た
な
責
任
事
例
を
認
め
る
根
拠
と
な
っ

た
り
、
過
大
な
期
待
を
抱
か
せ
た
り
す
る
よ
う
な
規
定
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い（

81
）。

さ
ら
に
、
事
例
群
を
通
じ
て
規
定
の
適
用
領
域
を
具
体
化

す
る
こ
と
も
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
個
別
的
な
責
任
要
件
が
望
ま
し
く
な
い
形
で
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

82
）。

な
お
、

契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
の
法
律
効
果
は
、
討
議
草
案
二
八
〇
条
に
基
づ
い
て
生
ず
る（

83
）。

　

討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
二
文
の
﹁
生
じ
う
る
﹂
と
い
う
文
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
契
約
締
結
の
準
備
段
階
に
お
け
る
接
触
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
両
当
事
者
間
に
常
に
義
務
が
発
生
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
押
し
付
け
ら
れ
た
接
触
か
ら
、
思

　
（
一
五
〇
九
）
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い
も
よ
ら
な
い
義
務
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
場
合
に
当
事
者
間
で
義
務
が
生
じ
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
法

発
展
お
よ
び
柔
軟
な
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る（

84
）。

討
議
草
案
二
四
一
条
は
、
相
手
方
の
権
利
お
よ
び
法
益
の
保
護
義
務
を
定
め
て
い
る
。
こ

の
契
約
締
結
前
の
領
域
に
お
け
る
保
護
義
務
に
は
、
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
も
含
ま
れ
る（

85
）。

こ
の
場
合
に
、
履
行
請
求
権
が
存
す
る
必

要
は
な
い
。
様
々
に
異
な
っ
た
時
効
期
間
の
問
題
は
、
時
効
法
で
緩
和
さ
れ
る
。
詐
欺
取
消
し
お
よ
び
一
二
四
条
と
の
関
係
は
、
今
後
も
学

説
お
よ
び
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
る（

86
）。

⑵　

ダ
ウ
ナ
ー
・
リ
ー
プ
の
評
価

　
﹁﹃
契
約
締
結
上
の
過
失
﹄
責
任
は
、
相
当
に
論
じ
尽
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

87
）。﹂

　

こ
れ
は
、
一
九
七
五
年
に
公
刊
さ
れ
た
ラ
ー
レ
ン
ツ
（K

arl L
arenz

）
の
論
文
に
よ
る
書
き
出
し
の
一
節
で
あ
る
が
、
ダ
ウ
ナ
ー
・
リ

ー
プ
（B

arbara D
auner-L

ieb

）
に
よ
れ
ば
、
今
日
、
こ
う
し
た
評
価
は
も
は
や
妥
当
し
な
い
。
す
べ
て
を
把
握
す
る
の
が
困
難
な
ほ
ど

多
く
の
判
決
や
刊
行
物
が
公
表
さ
れ
、
中
心
的
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（
前
掲
﹁
税
金
見
積
り
過
誤
事
件
﹂）
の
出
現
、
さ
ら
に
は
ロ
ー
レ
ン
ツ
や
グ

リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
る
本
格
的
研
究
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
る
な
ど
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
領
域
に
お
け
る
議
論
状
況
は
め
ま
ぐ
る
し
い
展

開
を
見
せ
て
い
る（

88
）。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
債
務
法
現
代
化
法
の
討
議
草
案
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ダ
ウ
ナ
ー
・
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
討
議
草
案
に
お
け
る
一
つ
の
中
心
的
目
的
は
、
最
高
裁
判
所
が
判
例
法
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
た
法
制
度
、

特
に
、﹁
積
極
的
債
権
侵
害
、
契
約
締
結
上
の
過
失
、
行
為
基
礎
の
喪
失
﹂
を
法
典
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
す
ま
す
乖
離
し

て
い
く
制
定
法
と
裁
判
官
法
、
あ
る
い
は
、
法
律
上
の
文
言
と
実
務
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
法
と
の
間
に
生
じ
て
い
る
ズ
レ
が
是
正
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る（

89
）。

こ
う
し
た
裁
判
官
法
の
法
典
化
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
は
、﹁
正
当
性
、
透
明
性
、

法
的
安
定
性
﹂
の
確
保
に
あ
る（

90
）。

そ
れ
ゆ
え
、
で
き
る
だ
け
﹁
理
解
可
能
か
つ
包
摂
可
能
な
形
で
﹂
法
典
化
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ

　
（
一
五
一
〇
）
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し
て
、
新
た
な
法
典
が
裁
判
所
に
と
っ
て
﹁
明
白
な
準
則
﹂
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
、
正
当
性
お
よ
び
法
的
安
定
性
の
要
請

が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る（

91
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
目
的
設
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
二
文
は
、﹁
二
四
一
条
二
項
に
基
づ
く
諸
義
務
を

伴
う
債
務
関
係
は
、
す
で
に
、
契
約
の
準
備
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
。﹂
と
規
定
す
る
だ
け
で
あ
る
。
討
議
草
案
理
由
書
で
は
、﹁
従
来
の
学
説

お
よ
び
判
例
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
制
度
を
す
べ
て
統
一
的
に
規
律
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
規

律
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
提
案
さ
れ
た
準
則
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
つ
い
て
の
﹁
基
本
的
命
題
﹂

を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
討
議
草
案
理
由
書
は
、
こ
う
し
た
慎
重
な
態
度
を
と
る
理
由
と
し
て
、﹁
判
例
が
発
展
さ
せ
た
原
則
に
及

ば
な
い
準
則
は
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
﹂
と
述
べ
る
。
同
じ
く
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
事
例
群
を
通
じ
た
規
定
の
適
用
範
囲
の

具
体
化
も
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
討
議
草
案
理
由
書
は
、﹁
個
別
的
な
責
任
要
件
が
望
ま
し
く
な
い
形
で
規
定
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
う
る
か
ら
﹂
と
述
べ
て
い
る（

92
）。

　

ダ
ウ
ナ
ー
・
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
討
議
草
案
理
由
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
拠
は
、
草
案
の
法
政
策
的
な
背
景
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
自
体
、

唖
然
と
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
提
案
さ
れ
た
準
則
か
ら
は
、
現
在
ま
た
は
将
来
の
法
状
況
に
関
す
る
い
か
な
る
命
題
も
直
接
に
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、﹁
正
当
性
、
透
明
性
、
法
的
安
定
性
﹂
の
要
請
も
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
法
典
化
は
、
何
ら
の
内
容
も
法
的

効
果
も
伴
う
こ
と
な
く
、
従
来
の
判
例
お
よ
び
学
説
を
無
批
判
的
・
形
式
的
に
参
照
す
る
だ
け
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
法
の
継
続
形
成
の
た
め

の
単
な
る
﹁
白
地
委
任
権
限
（B

lanketterm
ächtigung

）﹂
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い（

93
）。

　

契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
責
任
の
領
域
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、c.i.c.

保
護
目
的
論
に
関
し
て
は
、
契
約
締
結
上
の

過
失
に
﹁
決
定
自
由
﹂
を
含
め
る
か
否
か
と
い
う
非
常
に
議
論
の
余
地
の
あ
る
問
題
に
対
し
て
何
も
語
っ
て
い
な
い（

94
）。

　
（
一
五
一
一
）
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⑶　

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
評
価

　

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
は
、
討
議
草
案
に
お
け
る
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
責
任
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。
そ
の
際
、
彼
は
、
次
の
四
つ
の
異

な
る
問
題
群
に
分
け
て
、
検
討
を
す
す
め
る
。
す
な
わ
ち
、
①
故
意
ド
グ
マ
の
問
題
、
②
契
約
解
消
の
問
題
、
③
契
約
適
合
の
問
題
、
④
瑕

疵
担
保
法
と
の
競
合
問
題
で
あ
る（

95
）。

以
下
で
は
、
本
稿
の
目
的
に
即
し
て
、
故
意
ド
グ
マ
の
問
題
お
よ
び
契
約
解
消
の
問
題
を
中
心
に
検
討

を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る（

96
）。

　

第
一
に
、
故
意
ド
グ
マ
の
問
題
に
つ
い
て
。

　

討
議
草
案
に
お
い
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
が
明
文
上
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
責
任
は
、
法
律
上
の
準
則

に
還
元
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
討
議
草
案
は
、
故
意
ド
グ
マ
に
関
す
る
重
要
な
問
題
を
手
つ
か
ず
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
特
に
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
に
基
づ
く
詐
欺
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
何
も
手
を
加
え
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
草
案
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
詐
欺
取
消
し
と

契
約
締
結
上
の
過
失
の
関
係
は
、﹁
今
後
も
学
説
お
よ
び
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
﹂。
そ
れ
ゆ
え
、
改
正
法
は
、
法
の
継
続
形
成
に
よ
る
情

報
提
供
責
任
の
発
展
を
法
律
上
の
義
務
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
断
念
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
故
意
ド
グ
マ
が
法
律
上
新
た
め
て

根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
決
定
は
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
討
議
草
案
に
お
い
て
も
、

制
定
法
と
非
制
定
法
と
の
間
の
従
来
の
緊
張
関
係
は
、
法
律
内
部
の
規
範
摩
擦
と
し
て
、
未
解
決
の
ま
ま
と
さ
れ
て
い
る（

97
）。

　

第
二
に
、
契
約
解
消
の
問
題
に
つ
い
て
。

　

損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
承
認
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、そ
の
評
価
矛
盾
性
を
指
摘
す
る
重
大
な
批
判
が
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、

法
体
系
的
・
法
技
術
的
性
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
事
態
に
適
合
し
た
行
使
期
間
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る（

98
）。

　

ま
ず
、
行
使
期
間
の
問
題
に
つ
い
て
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
は
、
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る（

99
）。

　

討
議
草
案
で
は
、
契
約
解
消
を
め
ぐ
る
評
価
矛
盾
問
題
に
つ
い
て
、﹁
時
効
法
で
緩
和
さ
れ
る
﹂
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
（
一
五
一
二
）
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債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
違
反
の
一
般
的
な
時
効
期
間
に
従
え
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
三
年
の
時
効
期

間
が
適
用
さ
れ
る
（
討
議
草
案
一
九
五
条
）。
そ
し
て
、
時
効
期
間
は
、
義
務
違
反
の
時
点
、
ま
た
は
、
そ
れ
よ
り
後
に
到
来
す
る
主
た
る

給
付
の
弁
済
期
の
時
点
か
ら
進
行
を
開
始
す
る
（
討
議
草
案
一
九
八
条
三
項
）。

　

討
議
草
案
で
規
定
さ
れ
た
時
効
期
間
は
、
従
来
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
五
二
条
の
準
則
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
契
約
締
結
上
の
過

失
に
基
づ
く
請
求
権
に
関
し
て
、
一
般
的
に
は

0

0

0

0

0

異
論
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
規
定
さ
れ
た
時
効
期
間
は
、
契
約
解
消
の
特
殊
性

に
適
合
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
三
年
の
時
効
期
間
を
従
来
の
通
常
の
時
効
期
間
と
比
較
す
る
と
、
契
約
上
の
不
確
定
な
期
間
は
、
最
長
で
も

三
年
間
に
短
縮
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
と
の
評
価
矛
盾
は
、
確
か
に
緩
和
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も―

Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
と
比
べ
る
と―
不
確
定
な
状
態
は
相
当
に
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
原
則
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
を
適

用
す
る
場
合
と
同
一
の
論
拠
か
ら
、
評
価
と
し
て
矛
盾
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
討
議
草
案
一
九
八
条
三
項
に
よ
る
時
効
期
間
の
進
行
が
、
義
務
違
反
、
ま
た
は
、
主
た
る
給
付
の
弁
済
期
の
客
観
的
日
時
を
も

っ
て
判
断
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
も
考
慮
を
要
す
る
。
こ
こ
で
は
、
損
害
発
生
に
対
す
る
債
権
者
の
認
識
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
認
識
と
は
無
関
係
の
期
間
を
定
め
る
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
よ
り
も
時
効
期
間
が
短
く
な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
契

約
締
結
後
、
債
権
者
が
、
長
期
間
を
経
過
し
て
、
は
じ
め
て
自
己
の
錯
誤
や
情
報
提
供
義
務
違
反
を
知
る
に
至
っ
た
よ
う
な
事
例
が
想
起
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
認
識
と
は
無
関
係
な
行
使
期
間
を
定
め
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
。
認
識
と
は
無
関
係
の
行
使
期
間
を

正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該
権
利
が
私
的
自
治
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
各
当
事
者
が
、
後
発
性
障
害
を
理
由
と

し
て
当
該
権
利
の
実
現
を
否
定
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
、
情
報
提
供
責
任
の
諸
事
例
に
お
い
て
、

私
的
自
治
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
は
説
得
力
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
情
報
提
供
権
利
者
の
法
律
行
為
上
の
任
意
の
処
分
は
、
相
手
方
の
義

務
違
反
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
お
り
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
、
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
契
約
締
結
前
の
情
報

　
（
一
五
一
三
）
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提
供
義
務
違
反
と
契
約
上
の
義
務
違
反
と
を
総
合
的
に
同
一
視
す
る
こ
と
も
適
切
で
は
な
い
。

　

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
討
議
草
案
に
お
け
る
契
約
締
結
前
の
責
任
準
則
は
、
そ
の
本
来
の
目
的
設
定
（
正
当
性
、
透
明
性
、
法
的
安

定
性
）
か
ら
考
え
る
と
、
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
詳
述
し
た
と
お
り
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
自
身
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
二
四
条
の
拡
張
を
主
張
し
て
お
り（

100
）、

討
議
草
案
公
表
後
も
そ
の
立
場
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
法

律
上
拡
張
さ
せ
る
こ
と
で
、
第
一
に
、
故
意
ド
グ
マ
の
中
心
的
基
礎
は
根
拠
を
失
い
、
そ
れ
に
関
連
し
た
方
法
論
上
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
。

第
二
に
、
情
報
提
供
義
務
違
反
の
法
律
効
果
と
し
て
の
契
約
解
消
は
、
民
法
典
で
体
系
的
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
法
技
術
的

に
説
得
力
あ
る
も
の
と
し
て
規
律
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
事
態
に
適
合
し
た
行
使
期
間
の
妥
当
性
も
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
討
議
草
案

本
来
の
目
的
に
適
合
す
る（

101
）。

　

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
討
議
草
案
の
特
徴
的
な
点
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
﹁
高
度
の
柔
軟
性
﹂
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、﹁
高
度
の
柔
軟
性
﹂
は
、﹁
そ
の
制
度
︹
契
約
締
結
上
の
過
失
制
度―

筆
者
注
︺
自
体
が
明
白
か
つ
改
正
を
必
要
と
す
る

欠
点
が
あ
る
﹂
こ
と
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
高
度
の
柔
軟
性
﹂
と
い
う
婉
曲
な
表
現
を
用
い
て
、
契
約
締
結
前
の
責

任
規
定
の
重
大
な
欠
点
（
不
透
明
性
お
よ
び
評
価
矛
盾
性
）
を
覆
い
隠
す
の
で
は
な
く
、そ
の
欠
点
を
是
正
し
た
う
え
で
、﹁
高
度
の
柔
軟
性
﹂

を
プ
ロ
グ
ラ
ム
文
句
と
し
て
、
契
約
締
結
前
の
責
任
準
則
を
早
急
に
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る（

102
）。

2　

現
行
法
下
に
お
け
る
状
況

　

二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
施
行
の
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
よ
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
が
は
じ
め
て
明
文
化
さ
れ
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一

条
二
項
、
三
項
）。
こ
れ
に
よ
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
問
題
群
を
め
ぐ
る
従
来
の
諸
問
題
が
再
び
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
情
報
提
供
責
任
の
領
域
も
例
外
で
は
な
い
。
以
下
で
は
ま
ず
、
必
要
な
範
囲
で
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
規

　
（
一
五
一
四
）
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定
の
全
体
構
造
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
後
に
、
本
稿
で
の
中
心
的
課
題
を
検
討
す
る
。

⑴　

契
約
締
結
上
の
過
失
の
明
文
化

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
は
、
当
事
者
間
に
生
ず
る
債
務
関
係
の
発
生
原
因
を
規
定
す
る
根
本
規
範
で
あ
る
。
同
条
項
は
、
次
の
よ
う
に
規

定
し
て
い
る（

103
）。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
︼
法
律
行
為
上
お
よ
び
法
律
行
為
類
似
の
債
務
関
係

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
の
諸
義
務
を
伴
う
債
務
関
係
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
も
発
生
す
る
。

1　

契
約
交
渉
の
開
始

2 　

当
事
者
の
一
方
が
、
不
時
の
法
律
行
為
上
の
関
係
の
発
生
を
顧
慮
し
て
、
相
手
方
に
、
自
己
の
権
利
、
法
益
お
よ
び
利
益
に
影
響

を
及
ぼ
す
可
能
性
を
与
え
、
ま
た
は
、
そ
れ
を
委
ね
る
契
約
交
渉
の
準
備

3　

こ
れ
と
類
似
す
る
取
引
上
の
接
触

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
は
、﹁
契
約
締
結
上
の
過
失
﹂
を
規
律
す
る
（
も
っ
と
も
、﹁
契
約
締
結
上
の
過
失
﹂
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
。）。
同
条
項
に
挙
げ
ら
れ
た
要
件
に
よ
っ
て
、
相
手
方
へ
の
相
当
な
配
慮
義
務
を
伴
う
﹁
債
務
関
係
﹂
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

後
に
契
約
が
締
結
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
問
題
で
な
い
。﹁
債
務
関
係
﹂
と
は
、
従
来
の
特
別
結
合
関
係
の
概
念
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る（

104
）。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
の
中
で
も
、
特
に
重
要
な
規
定
は
、
一
号
（﹁
契
約
交
渉
の
開
始
﹂）
お
よ
び
二
号
（﹁
影
響
可
能
性
を
伴
う
契
約

交
渉
の
準
備
﹂）
で
あ
る（

105
）。

規
定
の
体
裁
か
ら
す
れ
ば
、
一
号
と
二
号
は
、
債
務
関
係
を
二
つ
の
成
立
原
因
に
よ
っ
て
区
別
し
て
い
る
と
も

　
（
一
五
一
五
）



ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開

�

一
二
六

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
一
般
的
に
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
性
質
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

特
別
結
合
の
成
立
時
点
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る（

106
）。

例
え
ば
、
一
号
で
は
、
信
頼
の
保
護
を
生
ず
る
時
点
が
特
別
結
合

の
成
立
時
点
で
あ
り
、
典
型
例
と
し
て
、
契
約
交
渉
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る（

107
）。

ま
た
、
二
号
で
は
、
影
響
可
能
性
と
結
び
付
け
ら
れ
た
社
会
的
・

取
引
的
に
評
価
さ
れ
た
接
触
の
時
点
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
典
型
事
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
﹁
リ
ノ
リ
ウ
ム
絨
毯
事
件（

108
）﹂

あ
る
い
は
﹁
野
菜
屑

事
件（

109
）﹂

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

110
）。

⑵　

現
行
法
下
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
め
ぐ
る
議
論
状
況

　

本
節
で
の
目
的
は
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
施
行
後
の
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
条
文
の
内

容
お
よ
び
立
法
者
意
思
を
確
認
し
た
上
で
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
の
構
造
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の
後
に
、
現
行
法
下

に
お
け
る
判
例
・
学
説
の
状
況
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ⅰ　

条
文
の
内
容

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
二
号
は
、﹁
当
事
者
の
一
方
が
、
不
時
の
法
律
行
為
上
の
関
係
の
発
生
を
顧
慮
し
て
、
相
手
方
に
、
自
己
の
権
利
、

法
益
お
よ
び
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
与
え
、
ま
た
は
、
そ
れ
を
委
ね
る
契
約
交
渉
の
準
備
﹂
か
ら
、﹁
二
四
一
条
二
項
の
諸
義
務

を
伴
う
債
務
関
係
﹂
が
発
生
す
る
と
規
定
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、﹁
利
益
﹂
の
文
言
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
一
一
条
二
項
二
号
は
、
相

手
方
の
保
護
法
益
を
﹁
権
利
、
法
益
お
よ
び
利
益
﹂
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
討
議
草
案
で
の
規
定
の
文
言
と
比
較
す
る
と
違
い

が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
討
議
草
案
で
は
、﹁
二
四
一
条
二
項
に
基
づ
く
諸
義
務
を
伴
う
債
務
関
係
﹂
は
、
相
手
方
の
﹁
権
利
お
よ

び
法
益
﹂
に
対
す
る
配
慮
を
義
務
づ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
、
二
四
一
条
二
項
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
て
、

　
（
一
五
一
六
）
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新
法
の
下
で
は
、
こ
の
﹁
利
益
﹂
の
文
言
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
不
法
行
為
法
で
も
保
護
さ
れ
て
い
る
絶
対
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条

一
項
）
の
み
な
ら
ず
、﹁
純
粋
財
産
﹂
お
よ
び
﹁
純
粋
な
処
分
利
益
﹂（
決
定
自
由
）
も
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た（

111
）。

ⅱ　

立
法
者
意
思―

カ
ナ
ー
リ
ス
修
正
提
案―

　

三
一
一
条
二
項
二
号
に
﹁
利
益
﹂
の
文
言
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
給
付
障
害
法
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
カ

ナ
ー
リ
ス
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
。

　

カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
討
議
草
案
三
〇
五
条
一
項
二
文
は
、
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
た
規
定
で
あ
っ
た
。
委
員
会
は
、
そ
れ
を
修
正
す

る
た
め
に
、
整
理
案
三
一
一
条
二
項
お
よ
び
三
項
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
新
三
一
一
条
二
項
お
よ
び
三
項
と
同
様
）
に
お
い
て
、―

一
般
条
項
の
形
で

は
あ
る
が―

包
括
す
る
に
相
応
し
い
規
範
の
要
求
を
満
た
す
準
則
を
起
草
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
中
で
も
、
整
理
案
三
一
一
条
二
項

お
よ
び
二
四
一
条
二
項
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
関
す
る
準
則
の
保
護
範
囲
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
特
に
、
討
議
草
案
二
四
一
条
の
文

言
で
は
、
相
手
方
の
﹁
権
利
お
よ
び
法
益
﹂
に
対
し
て
の
み
配
慮
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
整
理
案
で
は
、
純
然
た
る
﹁
利
益
﹂

に
ま
で
広
げ
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
権
利
、
法
益
、
財
産
的
利
益
だ
け

で
な
く
、
ま
さ
に
決
定
自
由
を
も
含
む
、
あ
ら
ゆ
る
性
質
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
は
、
今
後
も
、﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
か
ら
の
保
護
手
段
と
し
て
適
切
で
あ
る
。
財
産
損
害
の
問
題
が
先
決
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
の
法
律
効
果
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
以
下
か
ら
生
じ
る（

112
）。

ⅲ　

現
行
法
下
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
の
構
造

　

上
述
し
た
条
文
の
内
容
お
よ
び
立
法
担
当
者
の
解
説
に
従
え
ば
、
契
約
締
結
の
前
段
階
に
お
い
て
、
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
違
反
が

　
（
一
五
一
七
）



ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開

�

一
二
八

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

あ
っ
た
場
合
、
現
行
法
の
下
で
は
次
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
交
渉
の
開
始
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
一
号
）

に
よ
っ
て
生
ず
る
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項―

こ
こ
で
は
、
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
）
に
違
反
す
る
者
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
に
よ
り
、
損
害
賠
償
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
立
法
者
意
思
に
従
え
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件

と
し
て
は
、
決
定
自
由
の
侵
害
が
あ
れ
ば
足
り
、
そ
れ
以
上
に
財
産
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
そ
し
て
、
当
該
損
害
賠
償
請

求
の
法
律
効
果
は
、
原
状
回
復
、
つ
ま
り
契
約
の
解
消
お
よ
び
巻
き
戻
し
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧

二
四
九
条
一
文
を
適
用
す
る
の
と
同
じ
く
、
契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同
様
の
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
期
間
は
、―

旧
法
下
に
お
け
る
判
例
に
従
う
と―

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
一
項
の
除
斥
期
間
で
は
な
く
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
の
通
常
の
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
が
、
欺
罔
行
為
お
よ
び
加
害
者
を
認
識
し
て
か
ら
（
Ｂ
Ｇ

Ｂ
一
九
九
条
。
起
算
点
に
つ
い
て
は
、
討
議
草
案
の
規
定
と
異
な
る
。）、
三
年
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
時
効
に
か
か
る
。

ⅳ　

判
例
の
状
況

　

新
債
務
法
施
行
後
の
裁
判
例
に
つ
い
て
、
三
つ
の
事
案
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
紹
介
す
る
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
契
約
締

結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
原
告
の
夫
お
よ
び
息
子
の
経
営
す
る
会
社
に
対
し
て
融
資
し
た
被
告
銀
行
の
消
費
貸
借
上
の
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
、
原
告
所

有
の
有
価
証
券
に
質
権
が
設
定
さ
れ
た
が
、
被
告
銀
行
の
従
業
員
に
よ
る
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
違
反
を
理
由
に
、
原
告
か
ら
、
損
害

賠
償
請
求
が
さ
れ
た
事
案（

113
）で

、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
・
差
戻
し
た
。
す
な
わ
ち
、
会
社
が
新
た
に
融
資
を

受
け
る
た
め
に
は
、
当
該
有
価
証
券
に
担
保
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
す
れ
ば
、
会
社
経
営
は
良
好
に
な
る
と
い
う
趣
旨
の

被
告
銀
行
の
従
業
員
が
行
っ
た
﹁
陳
述
は
、
⋮
⋮
質
権
を
設
定
す
る
原
因
と
な
っ
た
リ
ス
ク
を
過
小
評
価
し
て
い
る
面
が
あ
り
、
し
た
が
っ

　
（
一
五
一
八
）
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て
、
そ
の
解
消
に
向
け
ら
れ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
一
文
、
三
一
一
条
二
項
一
号
、
二
四
九
条
一
項
に
基
づ
く
契
約
交
渉
の
際
の
過
失
を

理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂。
さ
ら
に
﹁
こ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
一
項

に
基
づ
く
取
消
権
と
は
無
関
係
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
一
項
に
基
づ
く
取
消
期
間
が
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響

を
受
け
る
も
の
で
は
な
い（

114
）。﹂。

　

つ
ぎ
に
、
ソ
フ
ァ
ー
（P

olsterm
öbel

）
を
売
却
す
る
際
の
売
主
の
助
言
義
務
が
問
題
と
な
っ
た
事
案（

115
）で

、
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、

次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
明
る
い
ベ
ー
ジ
ュ
色
の
ソ
フ
ァ
ー
に
あ
て
が

わ
れ
た
カ
バ
ー
が
色
落
ち
す
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
、
売
主
は
、
そ
の
ソ
フ
ァ
ー
を
通
常
の
用
法
に
従
っ
て
利
用
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

遅
か
れ
早
か
れ
、
除
去
す
る
こ
と
の
困
難
な
シ
ミ
が
現
れ
て
く
る
こ
と
を
助
言
す
る
義
務
が
あ
っ
た
と
し
、
売
主
が
こ
の
義
務
に
違
反
し
た

場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
新
三
一
一
条
、
二
四
一
条
、
二
八
〇
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
と
述
べ
た
。
そ
の
う
え
で
、
家
具
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
用
利
益
を
、
民
事
訴
訟
法
二
八
七
条
一
項
の
類
推
に
よ
り
、
総
額
七
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
見
積
も
り
、
買
主
に
よ
る
ソ

フ
ァ
ー
の
売
買
契
約
か
ら
の
解
放
を
認
め
た
。

　

さ
ら
に
、
売
却
さ
れ
た
中
古
車
が
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
輸
入
車
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
つ
き
、
売
主
が
買
主
に
対
す
る
説
明
を
怠
っ
た
事
案（

116
）

で
、
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
乗
用
車
が
輸
入
車
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
旨
が
車
検
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

の
売
主
の
説
明
義
務
違
反
を
肯
定
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
、
三
一
一
条
二
項
一
号
に
基
づ
く
売
買
契
約
の
解

除
（R

ücktritt

）
を
認
め
た
。

ⅴ　

学
説
の
状
況

　

現
行
法
下
に
お
け
る
学
説
は
、
①
契
約
解
消
の
法
律
効
果
を
無
制
限
に
肯
定
す
る
説
、
②
契
約
解
消
の
法
律
効
果
を
承
認
す
る
が
、
行
使

　
（
一
五
一
九
）
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期
間
に
つ
い
て
限
定
す
る
説
、
③
単
な
る
﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
に
対
す
る
契
約
解
消
の
法
律
効
果
を
否
定
す
る
説
に
分
か
れ
る
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

①
肯
定
説―

無
制
限
説　
　

契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
一
般
的
に
肯
定
す
る
見
解
は
、
基
本
的
に
規
定
の
文
言
お
よ

び
立
法
者
意
思
を
自
説
の
論
拠
と
す
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
明
快
な
主
張
を
展
開
す
る
の
が
メ
ル
テ
ン
ス
（B

ernd M
ertens

）
で
あ
る（

117
）。

メ
ル
テ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
債
務
法

現
代
化
法
の
下
で
も
、
基
本
的
に
、
悪
意
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
と
の
間
に
は
、
規
範
摩
擦
が
存
す
る
。
つ
ま

り
、
主
観
的
成
立
要
件
面
で
は
、
依
然
と
し
て
、
両
者
の
間
に
相
違
が
存
す
る
し
、
ま
た
、
時
効
期
間
に
つ
い
て
も
、
現
在
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
九
五
条
の
三
年
の
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
い
く
ら
か
摩
擦
も
和
ら
げ
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
の
一
年

の
期
間
制
限
と
比
べ
る
と
長
期
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
評
価
矛
盾
が
存
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
法
の
下
で

は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
は
制
限
さ
れ
な
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
（
そ
れ
に
関
連
し

て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
を
参
照
）
は
、
同
項
で
規
律
さ
れ
た
義
務
の
保
護
法
益
を
、
さ
ら
に
広
く
、﹁
権
利
、
法
益
お
よ
び
利
益
﹂
と
明

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
立
法
者
は
、
非
財
産
的
利
益
、
特
に
法
律
行
為
上
の
決
定
自
由
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
、
明
文
上
、﹁
利
益
﹂
を
も
保
護
法
益
と
し
て
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、―

旧
法
下
で
も
同
様
で
あ
る
が―

新
法
の
下

で
は
、
な
お
さ
ら
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
財
産
損
害
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
債
務
法
を
改
正
す
る
に
あ
た
っ
て
、
取
消
法
に
優
先
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
な
か
っ
た
立
法
者
の
決
定
を
考
慮
す
る
と
、
行
使
期

間
の
点
に
つ
い
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
の
除
斥
期
間
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
に
基
づ
く
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
。

　

②
肯
定
説―

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
類
推
適
用
説　

メ
ル
テ
ン
ス
と
同
様
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
肯
定
す
る
も
の

の
、
契
約
解
消
請
求
権
の
行
使
期
間
の
点
に
つ
い
て
は
、
詐
欺
取
消
規
定
と
の
規
範
調
整
の
観
点
か
ら
制
限
を
加
え
る
と
い
う
見
解
が
シ
ュ

　
（
一
五
二
〇
）
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ヴ
ァ
ー
プ
（M

artin Schw
ab

）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る（

118
）。

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
過
失
に
よ
る
詐
欺
の
事
例
に
お

い
て
も
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
認
め
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
、
一
九
九
条
の
時
効
期
間
を
適
用

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
は
、
た
と
え
故
意
に
よ
る
詐
欺
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
点
以
降
は
、
も
は
や
契
約
を
取
り

消
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
限
界
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
失
に
よ
る
詐
欺
の
場
合
に
、
よ
り
長
期
の
時
効
期
間
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
を
類
推
適
用
し
て
、
同

条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
期
間
制
限
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
、
一
九
九
条
の
時
効
期
間
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　

③
否
定
説　
　

以
上
に
述
べ
た
決
定
自
由
侵
害
に
対
す
る
契
約
解
消
の
法
律
効
果
を
承
認
す
る
見
解
に
対
し
て
、
取
消
法
と
損
害
賠
償
法

の
保
護
目
的
を
強
調
し
、
契
約
解
消
の
法
律
効
果
は
、﹁
財
産
損
害
﹂
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
の
み
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見

解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
（W
olfgang K

rüger

）
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る（

119
）。

　

ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
る
。
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
た

め
の
要
件
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
損
害
の
発
生
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
損
害
の
な
い
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、

矛
盾
と
い
う
こ
と
に
な
る（

120
）。

そ
れ
で
は
、
被
欺
罔
者
に
と
っ
て
単
に
﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
は
、﹁
損
害
﹂
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
か
。

　

契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
肯
定
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
二
四
九
条
一
文
に
基
づ
く
原
状
回
復
は
、
非
財
産
的

損
害
が
発
生
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
三
条
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
一
条
の
適
用
を
除
外

し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
の
適
用
を
除
外
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
理
解
は
、
正
当
で
あ
る
。
し

か
し
、
問
題
は
、﹁
望
ま
れ
な
い
契
約
﹂
を
非
財
産
的
損
害
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
財
産
的
損
害
と
は
、

財
産
的
損
害
が
存
し
な
い
事
例
に
お
い
て
、
被
害
者
に
割
り
当
て
ら
れ
た
法
益
、
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
の
領
域
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
精
神

　
（
一
五
二
一
）
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的
法
益
に
対
す
る
損
害
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
健
康
、
日
常
生
活
に
お
け
る
喜
び
、
精
神
的
満
足
と
い
っ
た
、
人
格
と
密

接
に
結
び
つ
い
た
諸
利
益
に
対
し
て
生
じ
た
損
害
を
い
う
。
誤
っ
た
説
明
に
よ
っ
て
契
約
の
締
結
へ
と
導
か
れ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
は
、

こ
の
よ
う
な
利
益
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
解
消
を
目
的
と
す
るc.i.c.

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
財
産
損
害
の
発

生
を
維
持
す
る
場
合
に
の
み
、
現
行
法
の
構
造
に
矛
盾
な
く
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
財
産
法
上
の
不
利
益
と
無
関
係
の
自
由
な
意
思

形
成
に
対
す
る
利
益
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
民
法
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
な
意
思
形
成
に
対
す
る
利
益

は
、
も
っ
ぱ
ら
、
取
消
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
）
が
こ
れ
を
担
当
す
る（

121
）。

　

そ
し
て
、
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
新
法
の
下
で
も
妥
当
す
る
。
債
務
法
現
代
化
法
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
、
三
一
一
条
二
項
二
号

に
お
い
て
、
保
護
法
益
と
し
て
の
﹁
利
益
﹂
が
承
認
さ
れ
た
。
理
由
書
に
お
い
て
も
、
こ
こ
に
財
産
的
利
益
だ
け
で
な
く
、
決
定
自
由
も
含

ま
れ
う
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、―

﹁
利
益
﹂
の
文
言
に
決
定
自
由
が
含
ま
れ
る
と
し
て
も―

そ
こ
に
は
、
財
産
損
害
を
放

棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
﹁
歴
史
的
な
立
法
者
﹂
の
決
定
は
存
し
な
い
。
立
法
者
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
点
つ
い
て
の
判
断
を
留
保
す
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
。
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
法
の
下
で
も
、
ど
の
よ
う
な
義
務
違
反
が
、
い

か
な
る
要
件
の
下
で
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い（

122
）。

そ
れ
は
、
損
害
賠
償
規
範
（
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八

〇
条
一
項
）
の
一
般
規
定
に
従
う
。
損
害
を
肯
定
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か
、
さ
ら
に
は
何
で
十
分
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
未
解

決
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
損
害
概
念
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
の
一
般
的
な
問
題
で
あ
る
。

3　

総
括

　

本
稿
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
や
不
法
行
為
に
基
づ
く
原
状
回
復
的
損
害

賠
償
の
考
え
方
に
対
す
る
批
判
理
論
な
ど
が
展
開
さ
れ
る
中
で
、﹁
合
意
の
瑕
疵
﹂
論
な
い
し
法
律
行
為
論
の
再
構
築
へ
向
け
た
学
説
上
の

　
（
一
五
二
二
）
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共
通
理
解
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、
議
論
が
成
熟
し
て
い
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
決
し
て
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い

状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
わ
が
国
で
の
現
状
に
新
た
な
分
析
視
覚
を
提
供
す
べ
く
、
法
比
較
の
素
材
と
し
て
ド
イ
ツ

に
お
け
る
情
報
提
供
責
任
論
を
制
度
間
競
合
の
視
点
か
ら
紹
介
・
分
析
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
を
ま
と
め
る
と
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
形
式
的
自
由
主
義
に
裏
付
け
ら
れ
た
意
思
表
示
法
な
い
し
法
律
行
為
法
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
、
詐
欺
取
消
規
定

を
活
用
し
た
被
害
者
救
済
に
限
界
が
生
じ
た
。
す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
は
、
詐
欺
に
基
づ
く
取
消
し
の
要
件
と
し
て
、

欺
罔
者
の
﹁
故
意
﹂
と
い
う
厳
格
な
要
件
を
立
て
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
た
判
例
は
、
非
制
定
法
上

の
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
に
仮
託
し
た
構
成
を
用
い
る
こ
と
で
具
体
的
問
題
に
対
処
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
判
例

理
論
に
対
し
て
は
、
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
る
痛
烈
な
批
判
理
論
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
後
の
学
説
で
は
様
々
な
解
釈
論
が
試
み
ら
れ
た
も
の
の
、

議
論
は
混
迷
を
極
め
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
転
換
期
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
七
年
九
月
二
六
日
判
決
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
契
約
締
結
上

の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
の
要
件
と
し
て
、
新
た
に
﹁
財
産
損
害
﹂
と
い
う
基
準
を
定
立
し
、
そ
こ
で
の
議
論
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
し

た
が
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
学
説
か
ら
の
圧
倒
的
批
判
に
遭
遇
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
に
積
極
的
な
意
義
を
見
出
す
な
ら

ば
、
そ
れ
は
、c.i.c.

の
保
護
目
的
と
の
関
係
で
、
学
説
に
対
し
て
、
新
た
な
問
題
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
本
判

決
が
、
そ
の
後
の
学
説
の
議
論
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
債
務
法
現
代
化
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は

本
稿
で
論
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

他
方
、
学
説
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
と
同
時
期
に
、
情
報
提
供
責
任
論
を
再
考
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
二
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

が
公
刊
さ
れ
た
。
Ｓ
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
﹃
望
ま
れ
な
い
契
約
か
ら
の
保
護
﹄（
一
九
九
七
年
）
お
よ
び
Ｈ
・
Ｃ
・ 

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
﹃
契
約

　
（
一
五
二
三
）
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締
結
前
の
情
報
提
供
責
任
﹄（
一
九
九
七
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
詳
述
し
た
と
お
り
、
両
者
は
、―

ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
こ
そ
差
異
が

あ
る
も
の
の―

と
も
に
契
約
締
結
上
の
過
失
の
枠
組
み
に
決
定
自
由
の
保
障
を
取
り
込
む
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、

そ
の
後
の
学
説
は
、
契
約
締
結
前
の
行
為
義
務
に
決
定
自
由
の
保
護
を
も
取
り
込
む
見
解
が
通
説
化
し
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

か
ろ
う
。

　

と
り
わ
け
、
本
稿
の
問
題
意
識
と
の
関
係
で
示
唆
的
な
の
は
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
見
解
で
あ
る
。
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
見
解
か
ら
は
、―

因
果
関
係
レ
ヴ
ェ
ル
で
評
価
矛
盾
を
解
消
さ
せ
る
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
見
解
あ
る
い
は
瑕
疵
担
保
法
に
仮
託
さ
せ
る
カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解
と
は
対

照
的
に―

詐
欺
取
消
規
定
の
故
意
要
件
の
克
服
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト

は
、
評
価
矛
盾
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
安
易
に
認
め
て
き
た
従
前
の
判
例
理
論
を
批
判

し
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
は
、
民
法
典
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
﹁
情
報
提
供
上
の
故
意
ド
グ
マ
﹂
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の

研
究
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
か
ら
も
、
そ
の
分
析
手
法
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
り
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
以
下
の
拡
張
理
論
に
対
し
て
、
債
務
法
現
代
化
法
の
立
法

者
が
採
用
し
た
解
決
案
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
債
務
法
現
代
化
法
で
は
、
契
約
締
結
前
の
相
手
方
へ
の
相
当
な
配
慮
義
務

―

こ
こ
に
は
、
詐
欺
取
消
規
定
と
パ
ラ
レ
ル
な
意
味
で
の
﹁
決
定
自
由
﹂
も
保
護
の
対
象
に
含
ま
れ
う
る―

を
伴
う
債
務
関
係
（
契
約

締
結
上
の
過
失
）
が
規
律
さ
れ
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
、
三
一
一
条
二
項
参
照
）。
こ
れ
に
よ
り
、
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
違
反

に
基
づ
く
損
害
賠
償
法
上
の
契
約
解
消
請
求
権
が
明
文
を
も
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
も
っ
と
も
、
メ
ル
テ
ン
ス
が
指
摘
す
る
と

お
り
、
債
務
法
現
代
化
法
の
下
で
も
、
基
本
的
に
は
、
取
消
法
と
損
害
賠
償
法
と
の
間
に
規
範
摩
擦
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
ず
、

そ
の
意
味
で
は
、
不
透
明
な
部
分
が
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
意
思
表
示
法
の
拡
張（

123
）、

あ
る
い
は
、
損
害
賠
償
請
求

権
の
行
使
期
間
の
統
一
化（

124
）に

関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
今
後
の
学
説
に
託
さ
れ
た
解
釈
学
上
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う（

125
）。

　
（
一
五
二
四
）
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Ⅴ　

結
び
に
か
え
て

　

制
度
間
競
合
問
題
に
つ
き
、
単
純
競
合
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
両
制
度
の
要
件
・
効
果
を
統
一
的
な
も
の
と
し
て
理

解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
あ
る
事
案
の
解
決
を
目
的
と
し
た
複
数
の
法
律
制
度
相
互
間
に
お
い
て
、
看
過
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
重
大
な
評
価
矛
盾
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
評
価
矛
盾
は
、
最
終
的
に
は
、
具
体
的
な
結
論
の
正
当
性
に
も
疑
問
を
投

げ
か
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
承
認
す
る
か
否
か
の
立
場
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
判
例
お
よ
び
学
説
は
、
結
論

の
﹁
妥
当
性
﹂
の
確
保
と
い
う
観
点
の
み
な
ら
ず
、
既
述
し
た
制
度
理
解
の
下
で
、
い
か
に
し
て
結
論
の
﹁
正
当
性
﹂
を
確
保
す
る
か
と
い

う
点
に
対
す
る
意
識
が
高
い
。
特
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う
に
、
多
少
強
引
と
も
言
え
る
よ
う
な
理
由
づ
け
を
用
い
て
で

も
、
競
合
問
題
を
積
極
的
に
正
当
化
す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
判
例
に
対
す
る
学
説
か
ら
の
応
答
（
批
判
）

を
通
じ
て
、
判
例
と
学
説
と
の
対
話
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
従
来
、
わ
が
国
で
も
、
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
の
領
域
に
お
い
て
、
制
度
間
競
合
論
が
意
識
的
に
議
論
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
は
、―

ド
イ
ツ
と
は
対
照
的
に―

わ
が
国
で
は
も
っ
ぱ
ら
学
説
主
導
の
形
で
行
わ
れ
て
き
た
。

制
度
間
競
合
問
題
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論―
特
に
、﹁
合
意
の
瑕
疵
﹂
の
枠
組
み
で
の
規
範
モ
デ
ル―

を
構
築
し
て

い
く
上
で
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
基
礎
的
課
題
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
活
発
な
議
論
が
期
待
さ

れ
る（

126
）。

　

本
稿
で
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
と
意
思
表
示
法
と
の
制
度
相
互
間
で
生
じ
る
競
合
問
題
を
扱
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
説
明
義
務
・
情
報

提
供
義
務
違
反
に
対
す
る
法
律
効
果
の
全
体
的
な
枠
組
み
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
他
の
責
任
制
度
と
の
関
係―

特
に
、
瑕
疵
担
保
責

　
（
一
五
二
五
）
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任
と
の
関
係―

を
も
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
て
、
ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
に
お
け
る
制
度
間
競
合
問
題
の
総
合

的
分
析
を
、
続
稿
で
の
検
討
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
1
）　

横
山
美
夏
﹁
消
費
者
契
約
に
お
け
る
情
報
提
供
モ
デ
ル
﹂
民
商
法
雑
誌
一
二
三
巻
四
・
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
五
一
頁
。

（
2
）　

山
田
誠
一
﹁
情
報
提
供
義
務
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
二
六
号
（
一
九
九
八
年
）
一
八
一
頁
。

（
3
）　

横
山
・
前
掲
注
（
一
）
五
五
一
頁
、
五
五
二
頁
。

（
4
）　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
柳
本
祐
加
子
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
﹂

法
研
論
集
四
九
号
（
一
九
八
九
年
）
一
六
一
頁
以
下
、
後
藤
巻
則
﹃
消
費
者
契
約
の
法
理
論
﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
二
頁
以
下
（
初
出
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

詐
欺
・
錯
誤
と
情
報
提
供
義
務
（
一
）
～
（
三
・
完
）﹂
民
商
法
雑
誌
一
〇
二
巻
二
号
一
八
〇
頁
以
下
、
三
号
三
一
四
頁
以
下
、
四
号
四
四
二
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
））、

森
田
宏
樹
﹁﹃
合
意
の
瑕
疵
﹄
の
構
造
と
そ
の
拡
張
理
論
（
二
）﹂
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
三
号
（
一
九
九
一
年
）
六
一
頁
以
下
、
横
山
美
夏
﹁
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情
報

提
供
義
務
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
四
号
（
一
九
九
六
年
）
一
二
八
頁
以
下
（
奥
田
昌
道
編
﹃
取
引
関
係
に
お
け
る
違
法
行
為
と
そ
の
法
的
処
理―

制
度
間
競
合
の

視
点
か
ら
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
所
収
）、
馬
場
圭
太
﹁
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
理
論
の
生
成
と
展
開
（
一
）（
二
・
完
）﹂
早
稲
田
法
学
七
三
巻

二
号
五
五
頁
以
下
、
七
四
巻
一
号
四
三
頁
以
下
（
一
九
九
七
年
～
一
九
九
八
年
）。

（
5
）　

森
田
・
前
掲
注
（
4
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
二
号
、
四
八
三
号
、
四
八
四
号
（
一
九
九
一
年
）。

（
6
）　

後
藤
・
前
掲
注
（
4
）
七
二
頁
。

（
7
）　

横
山
・
前
掲
注
（
4
）
一
三
五
頁
。

（
8
）　

用
語
は
、
潮
見
佳
男
﹃
契
約
法
理
の
現
代
化
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
九
頁
︹
初
出
﹁
規
範
競
合
の
視
点
か
ら
み
た
損
害
論
の
現
状
と
課
題
（
一
）（
二
・
完
）﹂

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
九
号
、
一
〇
八
〇
号
︺
に
よ
る
。

（
9
）　

評
価
矛
盾
論
に
つ
い
て
は
、以
下
の
文
献
を
参
照
。
森
田
・
前
掲
注
（
4
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
四
号
六
〇
頁
、六
一
頁
、松
岡
和
生
﹁
判
批
﹂
判
例
評
論
一
七
四
号
（
一
九
七
三

年
）
二
五
頁
（
判
時
七
〇
六
号
一
三
九
頁
）、
河
本
一
郎
﹁
証
券
・
商
品
取
引
の
不
当
勧
誘
と
不
法
行
為
責
任
﹂
上
柳
克
郎
還
暦
・
商
事
法
の
解
釈
と
展
望
（
一
九
八
四

年
）
四
九
九
頁
、
今
西
康
人
﹁
公
設
商
品
先
物
取
引
に
お
け
る
商
品
取
引
員
の
不
法
行
為
責
任
﹂
法
律
時
報
五
九
巻
九
号
（
一
九
八
七
年
）
九
五
頁
、
子
粥
太
郎
﹁
説

明
義
務
違
反
に
よ
る
不
法
行
為
と
民
法
理
論―

ワ
ラ
ン
ト
投
資
の
勧
誘
を
素
材
と
し
て
（
上
）（
下
）﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
七
号
一
一
八
頁
、
一
〇
八
八
号
九
一
頁

　
（
一
五
二
六
）
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五
九
巻
三
号

（
一
九
九
六
年
）、
同
﹁﹃
説
明
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
﹄
に
関
す
る
二
、三
の
覚
書
﹂
自
由
と
正
義
四
七
巻
一
〇
号
（
一
九
九
六
年
）
三
六
頁
、
奥
田
昌
道
編
﹃
取

引
関
係
に
お
け
る
違
法
行
為
と
そ
の
法
的
処
理―

制
度
間
競
合
の
視
点
か
ら
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
所
収
の
諸
論
稿
、
日
本
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
取

引
関
係
に
お
け
る
違
法
行
為
と
そ
の
法
的
処
理―

制
度
間
競
合
論
の
視
点
か
ら―

﹂
私
法
五
九
巻
（
一
九
九
七
年
）
三
頁
以
下
、
平
野
裕
之
﹁
投
資
取
引
に
お

け
る
被
害
者
救
済
法
理
の
相
互
関
係
に
つ
い
て―

投
資
取
引
に
お
け
る
事
業
者
の
情
報
提
供
義
務
（
一
）（
二
）﹂
法
律
論
叢
七
一
巻
一
号
一
頁
、
二
＝
三
号
八
三
頁

（
一
九
九
八
年
）、
山
本
敬
三
﹁
民
法
に
お
け
る
﹃
合
意
の
瑕
疵
﹄
論
の
展
開
と
そ
の
検
討
﹂
棚
瀬
孝
雄
編
﹃
契
約
法
理
と
契
約
慣
行
﹄（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）

一
四
九
頁
以
下
、
窪
田
充
見
﹁
消
費
者
契
約
法
と
不
法
行
為
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
〇
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
七
頁
以
下
、
同
﹁
取
引
関
係
に
お
け
る
不
法
行
為―

取
引
関
係
に
お
け
る
自
己
決
定
権
を
め
ぐ
る
現
況
と
課
題
﹂
法
律
時
報
七
八
巻
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
六
頁
以
下
、
山
下
純
司
﹁
情
報
の
収
集
と
錯
誤
の
利
用―

契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
法
律
行
為
法
の
存
在
意
義―

（
一
）﹂
法
学
協
会
雑
誌
一
一
九
号
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
八
七
頁
以
下
。

（
10
）　

道
垣
内
弘
人
﹁
取
引
的
不
法
行
為―

評
価
矛
盾
と
の
批
判
の
あ
る
一
つ
の
局
面
に
限
定
し
て
﹂（
一
九
九
六
年
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
〇
頁
（
奥
田
昌
道
編
﹃
取
引

関
係
に
お
け
る
違
法
行
為
と
そ
の
法
的
処
理―

制
度
間
競
合
の
視
点
か
ら
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
所
収
）、
潮
見
佳
男
﹃
債
権
総
論
Ⅰ
︹
第
二
版
︺﹄（
信
山
社
、

二
〇
〇
三
年
）
五
八
〇
頁
。

（
11
）　

潮
見
佳
男
﹁
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
と
自
己
決
定
﹂
中
田
裕
康
＝
山
本
和
彦
＝
塩
谷
國
昭
編
﹃
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
を
め
ぐ
る
判
例
と
理
論
﹄
判
例

タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
一
七
八
号
（
二
〇
〇
五
年
）
九
頁
、
一
〇
頁
。

（
12
）　

先
行
業
績
と
し
て
、
今
西
康
人
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
論
の
展
開
（
二
）﹂
六
甲
台
論
集
二
八
巻
三
号
（
一
九
八
一
年
）
四
五
頁
以
下
、
藤

田
寿
夫
﹁
説
明
義
務
違
反
と
法
解
釈
方
法
論
﹂
神
戸
学
院
法
学
二
七
巻
一
・
二
号
（
一
九
九
七
年
）
一
頁
以
下
、
同
﹁
説
明
義
務
違
反
と
不
当
威
圧
﹂
岡
山
大
学
法
学

会
雑
誌
四
八
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）
五
七
頁
以
下
、
同
﹁
取
引
交
渉
過
程
上
の
法
的
責
任
﹂﹃
椿
寿
夫
教
授
古
希
記
念
・
現
代
取
引
法
の
基
礎
的
課
題
﹄（
有
斐
閣
、

一
九
九
九
年
）
五
三
三
頁
以
下
、
川
角
由
和
﹁
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
と
﹃
契
約
締
結
上
の
過
失
﹄（culpa in contrahendo

）﹂﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
動
向
と
課
題
﹄

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
一
一
頁
以
下
、
半
田
吉
信
﹃
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
﹄（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
九
四
頁
以
下
、
潮
見
・
前
掲
注
（
8
）

一
四
二
頁
以
下
︹
初
出
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
の
展
開
（
一
）
～
（
三
・
完
）﹂
法
学
論
叢
一
四
五
巻
二
号
、
三
号
、
四
号
（
一
九
九
九
年
）︺、
円
谷

峻
﹃
新
・
契
約
の
成
立
と
責
任
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
二
七
六
頁
以
下
、
宮
下
修
一
﹃
消
費
者
保
護
と
私
法
理
論
﹄（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
八
九
頁
以
下
が

あ
る
。

（
13
）　

B
G

H
 N

JW
 1962, 1196.

事
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
19
）
を
参
照
。

（
14
）　

B
G

H
 N

JW
 1998, 302.

　
（
一
五
二
七
）



ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開

�

一
三
八

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

（
15
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
8
）
四
一
一
頁
以
下
、
特
に
四
四
一
頁
︹
初
出
﹁
比
較
法
の
視
点
か
ら
見
た
﹃
消
費
者
契
約
法
﹄﹂
民
商
法
雑
誌
一
二
三
巻
四
＝
五
号
（
二
〇
〇
一

年
）︺
の
指
摘
を
参
照
。

（
16
）　

本
稿
で
は
、
従
来
の
わ
が
国
の
先
行
業
績
に
依
拠
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
丹
念
に
紹
介
す
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
的
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
﹁
契
約
締
結
上
の
過
失
を
理
由
と
す
る
契
約
解
除
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
や
制
度
間
競
合
の
問
題
に
分
析
を
加
え
る
と
い
う
意
図
に
基

づ
く
も
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
と
の
法
制
度
の
違
い
（
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
原
状
回
復
主
義
）
か
ら
、
ド
イ
ツ
理
論
を
そ
の
ま
ま
解
釈
論
と
し
て
取
り

入
れ
る
こ
と
に
慎
重
な
見
解
が
存
す
る
こ
と
も
、そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
（
端
的
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、円
谷
峻
・
前
掲
注
（
12
）
一
一
三
頁
、二
八
七
頁
。﹁
契

約
締
結
上
の
過
失
を
理
由
と
す
る
契
約
解
除
﹂
の
議
論
に
関
し
て
、
積
極
的
に
解
釈
論
を
試
み
る
も
の
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
、
本
田
純
一
﹁﹃
契
約
締
結
上
の
過
失
﹄

理
論
に
つ
い
て
﹂
遠
藤
浩
＝
林
良
平
＝
水
本
浩
監
修
﹃
現
代
契
約
法
体
系
一
巻―

現
代
契
約
の
法
理
（
一
）﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
二
〇
七
頁
、
今
西
康
人
﹁
契

約
準
備
段
階
に
お
け
る
責
任
﹂﹃
不
動
産
法
の
課
題
と
展
望
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
七
三
頁
を
参
照
。
早
く
か
ら
、
北
川
善
太
郎
﹁
契
約
締
結
上
の
過
失
﹂

松
坂
佐
一
＝
西
村
信
雄
＝
船
橋
諄
一
＝
柚
木
馨
＝
石
本
雅
男
還
暦
﹃
契
約
法
体
系
Ⅰ
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
二
三
二
頁
、
二
三
三
頁
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
解

除
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
）。
制
度
間
競
合
の
視
点
か
ら
は
、
日
本
型
評
価
矛
盾
論
に
お
い
て
も
、
全
額
の
原
状
回
復
的
損
害
賠
償
を
認
め
れ
ば
、
詐
欺
取
消

規
定
を
空
洞
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
立
て
ら
れ
う
る
た
め
、
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
扱
う
ド
イ
ツ
型
評
価
矛
盾
論
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
金
銭
的
損
害
賠
償
請
求
権
に
よ
る
解
決
が
、
む
し
ろ
評
価
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
の
解
釈
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
て
（V

gl. C
laus-W

ilhelm
 C

anaris, L
eistungsstörungen beim

 U
nternehm

enskauf, Z
G

R
 

一982, S. 420. 

後
述
す
る
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ト
ル
お
よ

び
Ｍ
．リ
ー
プ
の
見
解
も
参
照
）、
わ
が
国
で
の
評
価
矛
盾
論
と
は
同
列
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
潮
見
・
前

掲
注
（
8
）
一
一
二
頁
、
一
一
三
頁
に
お
け
る
注
（
121
）
の
指
摘
も
参
照
。

（
17
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
け
る
議
論
は
、
わ
が
国
で
も
、
す
で
に
詳
細
な
研
究
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
扱
う
問
題
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
従
前
の
議
論

を
概
観
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
た
め
、
以
下
で
の
叙
述
は
、
先
行
業
績
に
依
拠
し
た
う
え
で
、
要
約
的
に
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
条
文
の
表
記
に
関
し
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
で
の
条
文
番
号
に
は
、
特
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
○
○
条
と
表
記
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
債
務
法
改
正
以
後
に
旧
規
定

を
用
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
○
○
条
と
表
記
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
ド
イ
ツ
民
法
典
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
条
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
）　

例
え
ば
、B

G
H

 N
JW

 1962, 1196; B
G

H
 N

JW
 1977, 1536; B

G
H

 N
JW

 1979, 1983
（
た
だ
し
、
本
件
は
、
強
迫
に
よ
る
取
消
し
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
）
な
ど
。

（
19
）　

V
gl. Stephan L

orenz, D
er Schutz vor dem

 unerw
ünschten V

ertrag, 1997, S. 67 ff.; ders., V
ertragsaufhebung w

egen culpa in contrahendo: Schutz 

der E
ntscheidungsfreiheit oder des V

erm
ögens?, Z

IP
 1998, S. 1053 f.

（
以
下
で
は
、
前
者
をunerw

ünschten V
ertrag

と
し
て
、
後
者
をZ

IP
 1998

と
し
て

　
（
一
五
二
八
）
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引
用
す
る
。）

（
20
）　

V
gl. L

orenz, unerw
ünschten V

ertrag, a. a. O
. （F

n. 19

）, S. 67 ff.; ders., a. a. O
. （F

n. 19

）, Z
IP

 1998, S. 1053 f.
（
21
）　

V
gl. L

orenz, unerw
ünschten V

ertrag, a. a. O
. （F

n. 19

）, S. 67 ff.; ders., a. a. O
. （F

n. 19

）, Z
IP

 1998, S. 1053 f.

（
22
）　

B
G

H
, N

JW
 1962, 1196.

事
案
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
被
告
は
、
原
告
か
ら
、
自
己
の
工
場
で
使
用
す
る
目
的
で
旋
盤
を
購
入
し
、
従
前
使
用
し
て
い
た
古
い

機
械
と
取
り
替
え
る
こ
と
と
し
た
。
契
約
交
渉
段
階
に
お
い
て
、
被
告
は
、
原
告
の
代
理
人
に
対
し
て
、
旋
盤
が
工
場
内
の
予
定
し
た
設
置
場
所
に
納
ま
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
そ
の
際
、
原
告
代
理
人
は
、
問
題
な
い
と
回
答
し
た
。
し
か
し
、
後
に
設
置
場
所
が
狭
す
ぎ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
原
告
か
ら
の
請
求
に

対
し
、
被
告
は
抗
弁
と
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
た
。

（
23
）　

V
gl. B

G
H

, N
JW

 1962, 1196, 1198.

な
お
、
本
判
決
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、D

ieter M
edicus, G

renzen der H
aftung für culpa in contrahendo, JuS 1965, S. 

211.

も
参
照
。

（
24
）　

V
gl. M

edicus, a. a. O
. （F

n. 23
）, S. 212 ff.

（
25
）　

学
説
の
分
類
に
つ
い
て
は
、H

ans C
hristoph G

rigoleit, V
orvertragliche Inform

ationshaftung, 1997, S. 15, 152 ff.

を
参
照
。
わ
が
国
で
の
詳
細
な
紹
介
に

つ
い
て
は
、
今
西
・
前
掲
注
（
12
）
五
四
頁
以
下
、
潮
見
・
前
掲
注
（
8
）
一
五
六
頁
以
下
を
参
照
。
各
学
説
の
要
点
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
藤
田
・

前
掲
注
（
12
）﹁
説
明
義
務
違
反
と
法
解
釈
方
法
論
﹂
神
戸
学
院
法
学
二
七
巻
一
・
二
号
（
一
九
九
七
年
）
三
頁
、
四
頁
、
同
﹁
取
引
交
渉
過
程
上
の
法
的
責
任
﹂﹃
椿
寿

夫
教
授
古
希
記
念
・
現
代
取
引
法
の
基
礎
的
課
題
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
五
三
五
頁
、
五
三
六
頁
を
参
照
。

（
26
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 16

）, S. 395, 418 f.

（
27
）　

デ
ィ
ー
タ
ー
・
メ
デ
ィ
ク
ス
（
河
内
宏
・
河
野
俊
行
監
訳
）﹃
ド
イ
ツ
民
法
（
上
）﹄（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
一
三
六
頁
を
参
照
。

（
28
）　

V
gl. W

erner Schubert, U
nredliches V

erhalten D
ritter bei V

ertragsschluß
, A

cP
 168, 1968, S. 506 ff.

（
29
）　

V
gl. M

an
fred

 L
ieb, V

ertragsau
fh

ebu
n

g od
er G

eld
ersatz? in

: d
er F

estsch
rift d

er R
ech

tsw
issen

sch
aftlich

en
 F

aku
ltät zu

r 600-Jah
r- F

eier d
er 

U
niversität zu K

öln in: F
estschrift 600 Jahre U

niversität K
öln, 1968, S. 258 ff.

（
30
）　

代
表
的
論
者
と
し
て
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。V

gl. K
arl L

arenz, B
em

erkungen zur H
aftung für „culpa in contrahendo ” in: F

estschrift 

für B
allerstedt, B

erlin 1975, S. 411.

（
31
）　

V
gl. Soergel/W

iedem
ann, 12 A

ufl., vor §275 B
G

B
, R

n. 199.

（
32
）　

B
G

H
 N

JW
 1998, 302.

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
藤
田
・
前
掲
注
（
12
）
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
八
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）
五
九
頁
以
下
、
川
角
・
前
掲
注

　
（
一
五
二
九
）
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（
12
）
二
四
八
頁
以
下
、
円
谷
・
前
掲
注
（
12
）
二
八
六
頁
以
下
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）　

V
gl. B

G
H

 N
JW

 1962, 1196, 1198 f.
（
34
）　

こ
う
し
た
保
護
目
的
の
相
違
は
、
す
で
にB

G
H

 N
JW

 1979, 1983, 1984.

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

（
35
）　

V
gl. L

orenz, a. a. O
. （F

n. 19

）, Z
IP

 1998, S. 1053.

（
36
）　

シ
ュ
ト
ル
お
よ
び
Ｍ
．
リ
ー
プ
の
見
解
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
相
違
点
も
含
め
、
詳
し
く
は
、
潮
見
・
前
掲
注
（
8
）
一
六
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
37
）　

V
gl. H

ans Stoll, H
aftungsfolgen fehlerhafter E

rklärungen beim
 V

ertragsschluß
, in: F

estschrift R
iesenfeld, 1983, S. 275, 281 f.; ders., Schädigung 

durch V
ertragsschluß

, in: F
estschrift D

eutsch, 1999, S. 361, 363 ff.

（
以
下
で
は
、前
者
をF

S R
iesenfeld

と
し
て
、後
者
をF

S D
eutsch

と
し
て
引
用
す
る
。）

（
38
）　

V
gl. Stoll, F

S R
iesenfeld, （F

n. 37

）, S. 282.; ders., F
S D

eutsch, （F
n. 37

）, S. 365.

（
39
）　

V
gl. Stoll, F

S R
iesenfeld, （F

n. 37

）, S. 282 f.; ders., F
S D

eutsch, （F
n. 37

）, S. 368 f.

（
40
）　

V
gl. L

ieb, a. a. O
. （F

n. 29
）, S. 259.

（
41
）　

V
gl. L

ieb, a. a. O
. （F

n. 29

）, S. 255.

（
42
）　

V
gl. L

ieb, a. a. O
. （F

n. 29

）, S. 264.

（
43
）　

V
gl. L

orenz, unerw
ünschten V

ertrag, （F
n. 19

）, S. 388 ff.; ders., Z
IP

 1998, （F
n. 19

）, S. 1055 f.

（
44
）　

ロ
ー
レ
ン
ツ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
藤
田
・
前
掲
注
（
12
）
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
八
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）﹂
六
一
頁
以
下
で
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
45
）　

V
gl. L

orenz, unerw
ünschten V

ertrag, （F
n. 19

）, S. 69 f.

（
46
）　

V
gl. L

orenz, unerw
ünschten V

ertrag, （F
n. 19

）, S. 71 ff.

（
47
）　

V
gl. L

orenz, Z
IP

 1998, （F
n. 19

）, S. 1055.

（
48
）　

V
gl. L

orenz, Z
IP

 1998, （F
n. 19

）, S. 1056.

（
49
）　

V
gl. L

orenz, Z
IP

 1998, （F
n. 19

）, S. 1056 f.

（
50
）　

V
gl. G

rigoleit, a. a. O
. （F

n. 25

）, S. 67 ff.

ま
た
、
契
約
締
結
上
の
過
失
は
意
思
自
由
で
は
な
く
、
債
権
者
の
﹁
正
当
な
給
付
期
待
﹂
を
保
護
す
る
と
い
う
シ
ュ
ト

ル
の
見
解
も
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
と
同
様
の
理
由
か
ら
支
持
で
き
な
い
と
す
る
。V

gl. ders., a. a. O
. （F

n. 25

）, S. 70.

（
51
）　

G
rigoleit, R

eform
perspektiven der vorvertraglichen Inform

ationshaftung, in: R
einer Schulze/H

ans Schulte-N
ölke, D

ie Schuldrechtsreform
 vor 

dem
 H

intergrund des G
em

einschaftsrechts, 2001, S. 281 f.

　
（
一
五
三
〇
）
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（
52
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 25

）, S.46.
（
53
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 25

）, S.47.
（
54
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 25

）, S.50 ff, 79 ff.; ders., a. a. O
. （F

n. 48

）, S. 274.

（
55
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 51

）, S. 283. 

な
お
、
国
際
的
取
引
原
則
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
（U

nidroit P
rinciples, 1994

） 

三
．
五 

条
一

項
ａ
号
、
三
．
一
八
条
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（P

rinciples of E
uropean C

ontract L
aw

, 1998

）
四
：
一
〇
三
条
一
項
ａ
号
ⅰ
、
四
：
一
〇
六
条
、
四:

一
一
七
条
二
項
三
項
を
参
照
。
さ
ら
に
、
比
較
法
的
視
点
か
ら
の
分
析
を
含
め
て
、
ハ
イ
ン
・
ケ
ッ
ツ
（
潮
見
佳
男
＝
中
田
邦
博
＝
松
岡
久
和
訳
）﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契

約
法
Ⅰ
﹄（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
九
年
）
三
七
五
頁
以
下
、
オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
／
ヒ
ュ
ー
・
ビ
ー
ル
編
（
潮
見
佳
男
＝
中
田
邦
博
＝
松
岡
久
和
監
訳
）﹃
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
契
約
法
原
則
Ⅰ
・
Ⅱ
﹄（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
四
頁
以
下
、
二
二
七
頁
以
下
、
二
六
九
頁
以
下
︹
馬
場
圭
太
執
筆
︺、H

olger F
leischer, 

K
onkurrenzproblem

e um
 die culpa in contrahendo : F

ahrlässige Irreführung versus arglistige T
äuschung, A

cP
 200, 2000, S. 105 ff.

に
詳
し
い
。

（
56
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 51

）, S. 283.

（
57
）　

V
gl. C

anaris, W
andlungen des Schuldvertragsrechts, A

cP
 200, 2000, S. 273, 304 ff.

（
58
）　
﹁
海
岸
土
地
判
決
（Seegrundstück-U

rteil

）﹂（B
G

H
Z

 60, 319.; N
JW

 1973, 1234.

）
以
来
、
確
定
し
た
判
例
法
理
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
規
定
下
に
お
け
る
瑕
疵

担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
問
題
に
つ
い
て
は
、G

rigoleit, a. a. O
. 

（F
n. 25

）, S. 219 ff.

を
参
照
。
特
に
裁
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、 

R
einhard Singer, F

ehler beim
 K

auf―
Z

um
 V

erhältnis von M
ängelgew

ährleistung, Irrtum
sanfechtung und culpa in contrahendo, in: F

estschrift 50 

Jahre B
G

H
, 2000, 386 ff.

に
詳
し
い
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、北
川
善
太
郎
﹃
契
約
責
任
の
研
究
﹄（
有
斐
閣
、昭
和
三
八
年
）
一
三
六
頁
以
下
、

特
に
、
一
五
七
頁
、
一
八
九
頁
、
今
西
康
人
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
理
論
の
展
開
（
一
）﹂
六
甲
台
論
集
二
八
巻
二
号
（
一
九
八
一
年
）
一
三

頁
以
下
、
右
近
健
男
編
﹃
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
﹄（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）
三
五
頁
以
下
、
特
に
、
六
二
頁
以
下
︹
今
西
康
人
︺、
半
田
吉
信
﹁
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け

る
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
﹂
山
畠
正
男
＝
五
十
嵐
清
＝
藪
重
夫
古
稀
記
念
﹃
民
法
学
と
比
較
法
学
の
諸
相
Ⅰ
﹄（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
二
四
三

頁
以
下
を
参
照
。

（
59
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 57

）, S. 306.

（
60
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 57

）, S. 306.

（
61
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 57

）, S. 306 f.

（
62
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 57

）, S. 307.

　
（
一
五
三
一
）
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（
63
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 57

）, S. 307.
（
64
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 57

）, S. 307 f.
（
65
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 57

）, S. 308.

（
66
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 57

）, S. 319.

（
67
）　

財
産
損
害
を
要
求
す
る
判
例
に
、
基
本
的
に
賛
同
す
る
も
の
と
し
て
、A

ndré P
ohlm

ann, D
ie H

aftung w
egen V

erletzung von A
ufklärungspflichten, 2002, 

S. 113 ff. 
た
だ
し
、
契
約
解
消
の
行
使
期
間
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
の
期
間
に
限
定
す
る
（ders., S. 115.

）。
そ
の
ほ
か
、M

anfred L
ieb, C

ulpa in 

con
trah

en
d

o u
n

d
 rech

tsgesch
äftlich

e E
n

tsch
eid

u
n

gsfreih
eit, in

: F
estsch

rift D
ieter M

ed
icu

s, 1999, S
. 338 ff.; W

alter G
. P

aefgen
, H

aftu
n

g fü
r 

m
angelhafte A

ufklärung aus culpa in contrahendo, 1999, S. 24 f.

も
財
産
損
害
の
要
件
を
採
用
す
る
こ
と
に
賛
同
す
る
が
、
判
例
の
理
解
す
る
主
観
的
な
損
害

概
念
に
対
し
て
は
否
定
的
で
あ
る
。

（
68
）　

V
gl. L

oren
z, Z

IP
 1998, 

（F
n

. 19

）, S
. 1055.;  H

erbert W
ied

em
an

n
, JZ

 1998, S
. 1177.; G

rigoleit, N
eu

ere T
en

d
en

zen
 zu

r sch
ad

en
srech

tlich
en 

V
ertragsaufhebung, N

JW
 1999, S. 901 f.; F

leischer, a. a. O
. （F

n. 55

）, S. 111 f.; M
edicus, Schuldrecht I A

llgem
einer Teil, 15 A

ufl, S. 67.

（
69
）　

V
gl. L

ieb, a. a. O
. （F

n. 67

）, S. 343 ff.

（
70
）　

V
gl. G

rigoleit, a. a. O
. （F

n. 25

）, S.46 f.

（
71
）　

V
gl. L

ieb, a. a. O
. （F

n. 67

）, S. 347 ff.

（
72
）　

V
gl. C

anaris, a. a. O
. （F

n. 16

）, S. 416 ff.

（
73
）　

後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ナ
ー
リ
ス
が
給
付
障
害
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
、
立
法
手
続
き
に
関
与
し
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
法
整
備
に
も
決
定
的

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
文
に
述
べ
た
こ
と
は
、
特
記
し
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

（
74
）　

V
gl. G

rigoleit, a. a. O
. （F

n. 51

）, S. 273.

（
75
）　

債
務
法
現
代
化
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
一
連
の
経
過
を
紹
介
・
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
池
田
清
治
﹁
消
費
者
契
約
法
と
ド
イ
ツ
法
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
〇

号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
二
二
頁
、
小
野
秀
誠
﹁
ド
イ
ツ
の
二
〇
〇
一
年
債
務
法
現
代
化
法―

給
付
障
害
法
と
消
費
者
保
護
法―

（
上
）（
下
）﹂
国
際
商
事
法
務

二
九
巻
七
号
八
〇
九
頁
、
二
九
巻
八
号
九
二
四
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
岡
孝
編
﹃
契
約
法
に
お
け
る
現
代
化
の
課
題
﹄
法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
叢
書
二
一
（
法
政
大

学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
）、
半
田
・
前
掲
注
（
12
）、
潮
見
・
前
掲
注
（
8
）
三
三
九
頁
以
下
︹
初
出
﹁
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
と
日
本
債
権
法
学
の
課
題
（
一
・
二

完
）﹂
民
商
法
雑
誌
一
二
四
巻
三
号
三
〇
九
頁
、
四
・
五
号
六
二
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）︺。

　
（
一
五
三
二
）
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（
76
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 340; C

anaris, Schuldrechtsm
odernisierung, 2002, S. 175.

（
77
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 341; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 175.
（
78
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 341; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 175

（
79
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 343; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 176

（
80
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 343; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 176

（
81
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 343; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 177

（
82
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 343; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 177

（
83
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 343; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 177

（
84
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 343 f; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 177

（
85
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 344; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 177

（
86
）　

B
G

B
-D

iskE
, S. 344; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 177

（
87
）　

L
arenz, a. a. O

. （F
n. 30

）, S. 379.

（
88
）　

B
arb

ara D
au

n
er-L

ieb
, K

od
ifikation

 von
 R

ich
terrech

t, in
: W

olfgan
g E

rn
st/R

ein
h

ard
 Z

im
m

erm
an

n
 

（H
rsg.

）, Z
ivilrech

tsw
issen

sch
aft u

n
d 

Schuldrechtsreform
, 2001, S. 316. 

ダ
ウ
ナ
ー
・
リ
ー
プ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
川
角
・
前
掲
注
（
12
）
二
三
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
89
）　

D
auner-L

ieb, a. a. O
. （F

n. 88

）, S. 305.

（
90
）　

D
auner-L

ieb, a. a. O
. （F

n. 88

）, S. 306.

（
91
）　

D
auner-L

ieb, a. a. O
. （F

n. 88

）, S. 307.

ま
た
、﹁
理
解
可
能
性
お
よ
び
透
明
性
﹂
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、﹁
法
律
の
素
人
﹂
の
視
点
で
は
な
く
、﹁
法
律
の
専
門

家
﹂
の
視
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
（ders., S. 306 f.

）。

（
92
）　

D
auner-L

ieb, a. a. O
. （F

n. 88

）, S. 317.

（
93
）　

D
auner-L

ieb, a. a. O
. （F

n. 88

）, S. 317.

（
94
）　

D
auner-L

ieb, a. a. O
. （F

n. 88

）, S. 320.

（
95
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 51

）, S. 269 ff.

（
96
）　

討
議
草
案
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
の
一
般
的
な
命
題
に
対
す
る
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
ダ
ウ
ナ
ー
・
リ
ー
プ
と
異
な
っ
た
理
解
を
示
し
て

　
（
一
五
三
三
）



ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開

�

一
四
四

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

い
る
点
の
み
を
明
記
し
て
お
く
。
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
、
討
議
草
案
で
は
、
個
別
具
体
的
な
規
定
は
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
﹁
義
務
違
反
﹂
に
関
し
て
、
討
議
草
案
二
八
〇
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
適
用
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

討
議
草
案
理
由
書
は
、﹁
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
の
法
律
効
果
は
、討
議
草
案
二
八
〇
条
に
基
づ
い
て
生
ず
る
。﹂
と
簡
潔
に
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
（V

gl. 

B
G

B
-D

iskE
, 343; C

anaris, a. a. O
. 

（F
n. 76

）, S. 177.

）。
そ
し
て
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
解
除
お
よ
び
損
害
賠
償
に
関
す
る
討
議
草
案
三
二
三
条
、
三
二
五
条

の
規
定
は
適
用
で
き
な
い
。
以
上
の
規
定
は
、
双
務
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
関
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
類
推
す
る
こ
と
は
、
草
案

起
草
者
の
明
確
な
規
律
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
（
こ
れ
に
対
し
て
、
ダ
ウ
ナ
ー
・
リ
ー
プ
は
、
情
報
提
供
責
任
の
諸
事
例
に
お
い
て
、
討
議
草
案
三
二
三
条
の

適
用
を
検
討
す
る
。V

gl. D
auner-L

ieb, a. a. O
. （F

n. 88

）, S. 320.

）。
ま
た
、
損
害
賠
償
は
、
原
則
と
し
て
、
消
極
的
利
益
に
つ
い
て
の
み
及
ぶ
と
い
う
承
認
さ
れ

た
準
則
が
、
明
文
上
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
点
を
批
判
す
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
制
限
は
、
損
害
賠
償
の
単
な
る
用
語
的
標
記
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
（
損
害
賠
償
）
は
、
基
本
的
に
は
、
義
務
違
反
の
内
容
な
い
し
差
額
説
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
文
）
に
基
づ
い
て
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
（
草
案
を
批
判
す
る
も

の
と
し
て
、V

gl. D
auner-L

ieb, a. a. O
. （F

n. 88

）, S. 317.

）。

（
97
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 51

）, S. 274 f.

（
98
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 51

）, S. 277.

（
99
）　

G
rigoleit, a. a. O

. （F
n. 51

）, S. 279 ff.

（
１００
）　

グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
る
取
消
法
の
拡
張
理
論
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
前
述
Ⅲ
．（
2
）
を
参
照
。

（
１０１
）　

V
gl. G

rigoleit, a. a. O
. （F

n. 51

）, S. 283 ff.

（
１０２
）　

V
gl. G

rigoleit, a. a. O
. （F

n. 51

）, S. 285.

（
１０３
）　

条
文
訳
は
、
岡
孝
編
・
前
掲
注
（
68
）︹［
資
料
］
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
（
民
法
改
正
部
分
）
試
訳
︺
二
〇
一
頁
を
参
照
し
た
。

（
１０４
）　

V
gl. A

nw
K

-B
G

B
/K

rebs, §311, 2005, R
n. 48.

（
１０５
）　

両
号
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks. 14/6040, S. 163.; C

anaris, a. a. O
. 

（F
n. 76

）, S. 721 f.

を
参
照
。
な
お
、
三
号
は
、
一
号
お
よ
び
二
号
の
受
け
皿
規
定
と
し

て
の
性
格
を
も
つ
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、B

arbara D
auner-L

ieb, D
auner-L

ieb/H
eidel/L

epa/R
ing 

（H
rsp

）, D
as neue Schuldrecht, E

in L
ehrB

uch, 

2002, S. 127.

（
１０６
）　

V
gl. A

nw
K

-B
G

B
/K

rebs, a. a. O
. （F

n. 104

）, R
n. 48.

（
１０７
）　

V
gl. B

T-D
rucks. 14/6040, S. 163.; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 721.

　
（
一
五
三
四
）



ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開

�

一
四
五

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

（
１０８
）　

R
G

Z
, 78, 239.

（
１０９
）　

B
G

H
Z

, 66, 4.
（
１１０
）　

V
gl. B

T-D
rucks. 14/6040, S. 163.; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 722.

（
１１１
）　

V
gl. B

T-D
rucks. 14/6040, S. 163.; C

anaris, a. a. O
. （F

n. 76

）, S. 722.; A
nw

K
-B

G
B

/K
rebs, a. a. O

. （F
n. 104

）, R
n. 50 ff.

（
１１２
）　

V
gl. C

anaris, D
ie R

eform
 des R

echts der L
eistungsstörungen, JZ

 2001, S. 499, 519.

こ
れ
に
対
し
て
、Dauner-L

ieb , a. a. O
. （F

n. 105

）, R
n. 39.

は
、﹁
実

際
に
、
決
定
自
由
も
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
、
理
由
書
が
認
め
て
い
る
と
お
り
、
学
説
上
、
今
後
も
詳
細
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
﹂
と
述
べ
る
。

（
１１３
）　

B
G

H
, N

JW
 2006, 845.

事
案
の
詳
細
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
原
告
は
、
原
告
の
夫
お
よ
び
息
子
の
経
営
す
る
会
社
（
熱
気
暖
房
装
置
お
よ
び
排
気
口
の
取
り

付
け
を
業
と
す
る
会
社
）
に
対
す
る
被
告
銀
行
の
消
費
貸
借
上
の
債
権
（
一
一
五
、〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
）
の
保
証
人
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
三
日
、
原
告
は
、

当
該
債
権
を
担
保
す
る
た
め
、
被
告
銀
行
に
対
し
て
、
自
ら
の
所
有
す
る
有
価
証
券
に
質
権
を
設
定
し
た
。
会
社
が
支
払
不
能
に
陥
っ
た
後
、
被
告
は
、
二
〇
〇
二

年
四
月
八
日
に
取
引
関
係
を
終
了
し
、
質
権
を
実
行
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
は
、
質
権
を
設
定
す
る
際
、
原
告
の
夫
お
よ
び
息
子
の
経
営
す
る
会
社
が
す
で

に
経
済
的
に
困
窮
し
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
被
告
は
説
明
義
務
を
負
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
り
、
ま
た
、
被
告
は
、
担
保
に
結
び
つ
け

ら
れ
た
リ
ス
ク
を
不
当
に
過
小
評
価
し
た
な
ど
と
主
張
し
、
被
告
銀
行
の
契
約
交
渉
の
際
の
過
失
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
い
て
、
有
価
証
券
の
返

還
を
求
め
た
。
な
お
、
原
告
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
主
張
に
加
え
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
二
条
一
項
一
文
一
号
に
基
づ
く
撤
回
権
の
主
張
も
し
て
い
た
。
し
か
し
、
原

告
が
有
価
証
券
に
質
権
を
設
定
す
る
た
め
に
署
名
を
行
っ
た
場
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
二
条
一
項
一
文
一
号
の
意
味
で
の
職
場
で
も
、
私
的
住
居
で
も
な
く
、
原
告
の

夫
お
よ
び
息
子
の
経
営
す
る
会
社
の
事
業
所
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
撤
回
権
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
。

（
１１４
）　

B
G

H
, N

JW
 2006, 845, 847.

（
１１５
）　

N
JW

 2005, 1666.

（
１１６
）　

N
JW

-R
R

 2003, 1360, 1361.

（
１１７
）　

V
gl. B

ernd M
ertens, C

ulpa in C
ontrahendo beim

 zustande gekom
m

enen K
aufvertrag nach der Schuldrechtsreform

, A
cP

 203, 2003, S. 818, 844 ff. 

基
本
的
に
、
同
様
の
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、L

orenz/R
iehm

, L
ehrbuch zum

 neuen Schuldrecht, 2002, R
n. 381 ff.; A

nw
K

-B
G

B
/K

rebs, a. a. O
. 

（F
n. 

104

）, R
n. 70.

特
別
な
理
由
づ
け
は
な
い
が
、
同
様
に
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、M

ünchK
om

m
/E

m
m

erich, B
G

B
, 4. A

ufl., B
d. 2 a, §311, 2003, R

n. 117, 120.

行

使
期
間
の
問
題
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
の
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、F

rank T
heisen, R

echtsfolgen eines Schadensersatzanspruchs aus culpa 

in contrahendo, N
JW

 2006, S. 3104.

　
（
一
五
三
五
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（
１１８
）　

V
gl. M

artin Schw
ab, G

rundfälle zu culpa in contrahendo, Sachw
alterhaftung und V

ertrag m
it Schutzw

irkung für D
ritte nach neuem

 Schuldrecht, 

JuS 2002, S. 774 f. 

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
と
の
期
間
統
一
を
考
え
る
見
解
に
つ
い
て
、
早
く
は
、
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
る
債
務
法
改
正
鑑
定
意
見
書
に
現
れ
て
い
る
。

M
edicus, V

erschulden bei V
ertragesverhandlungen, G

utachten und V
orschläge zur Ü

berarbeitung des Schuldrechts, B
and I , 1981, S. 479 ff.

メ
デ
ィ

ク
ス
の
鑑
定
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
円
谷
峻
﹁﹃
契
約
交
渉
上
の
過
失
﹄
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ク
ス
の
鑑
定
意
見
﹂
法
政
大
学
比
較
法
研
究
所
叢
書
九
﹃
西
ド
イ
ツ
債
務

法
改
正
鑑
定
意
見
の
研
究
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
二
四
八
頁
を
参
照
。

（
１１９
）　

V
gl. W

olfgang K
rüger, V

ertragsrückabw
icklung im

 W
ege des Schadensersatzes, in: F

estschrift für H
elm

ut K
ollhosser zum

 70. G
eburtstag, B

d II 

Z
ivilrecht, 2004, S. 329.

（
１２０
）　

V
gl. K

rüger, a. a. O
. （F

n. 119

）, S. 331.

（
１２１
）　

V
gl. K

rüger, a. a. O
. （F

n. 119

）, S. 334 f.

（
１２２
）　

V
gl. K

rüger, a. a. O
. （F

n. 119
）, S. 337 ff.

（
１２３
）　

F
rank W

eiler, C
ulpa in contrahendo, A

nfechtung und K
aufrecht―

alte K
onkurrenzfragen in neuem

 L
icht, Z

G
S 2002, S. 251, 256.

は
、
情
報
提
供

上
の
過
失
責
任
が
承
認
さ
れ
た
現
行
法
に
お
い
て
も
、
過
失
に
よ
る
詐
欺
に
対
す
る
優
先
的
な
解
決
方
法
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
を
類
推
適
用
す
べ
き
こ
と
を

主
張
す
る
。

（
１２４
）　

V
gl. Schw

ab, a. a. O
. （F

n. 118

）, 774 ff.

（
１２５
）　

契
約
解
消
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
て
、
川
角
・
前
掲
注
（
12
）
二
六
六
頁
、
二
七
九
頁
で
は
、
現
行
の
ド
イ
ツ
民
法
の
理
解
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
新
三
一
一
条
二
項

の
制
定
に
よ
っ
て
も
、
旧
法
下
に
お
け
る
評
価
矛
盾
論
争
に
変
更
は
な
い
と
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
認
識
と
若
干
異
な
る
。
本

文
で
述
べ
た
と
お
り
、
現
行
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
、
三
一
一
条
二
項
は
、
そ
の
文
言
上
、
情
報
提
供
義
務
者
の
契
約
締
結
前
の
行
為
義
務
と
し
て
、
相
手
方
の
﹁
利

益
﹂、
す
な
わ
ち
、
自
己
決
定
権
へ
の
配
慮
義
務
を
規
定
し
て
お
り
、
情
報
提
供
義
務
者
が
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
原
状
回
復
の
法
律
効
果
を
伴
う
損
害
賠
償

請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
、
二
四
九
条
一
項
）
と
い
う
の
が
立
法
者
意
思
で
あ
り
、
ま
た
、
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
お
よ
び
多
数
の

見
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、も
は
や
﹁
財
産
損
害
﹂
の
要
件
は
問
題
と
な
ら
な
い
（
そ
の
意
味
で
は
、ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
の
見
解
は
、ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
例
外
で
あ
る
）。

し
た
が
っ
て
、
現
行
の
ド
イ
ツ
民
法
上
の
理
解
と
し
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
の
制
定
に
よ
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
は
明
文
上
の
根
拠

を
与
え
ら
れ
た
が
、
主
観
的
要
件
、
お
よ
び
、
時
効
期
間
の
点
で
相
違
が
あ
る
部
分
に
つ
き
、
若
干
の―

し
か
し
、
無
視
で
き
な
い―

解
釈
学
上
の
争
い
が
あ

る
と
の
見
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
前
者
の
主
観
的
要
件
の
相
違
に
起
因
す
る
規
範
摩
擦
に
つ
い
て
も
、
現
行
法
の
下
で
は
、
契
約
締
結
上
の

　
（
一
五
三
六
）
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過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
を
否
定
す
る
方
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
詐
欺
取
消
規
定
の
故
意
要
件
の
克
服
と
い
う
文
脈
で
議
論
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。

（
１２６
）　

そ
の
意
味
で
、
窪
田
・
前
掲
注
（
9
）
法
律
時
報
七
八
巻
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
九
頁
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
指
摘
、
す
な
わ
ち
、﹁
法
秩
序
は
全
体
と
し

て
一
つ
の
法
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
提
供
さ
れ
る
複
数
の
法
的
救
済
は
整
合
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
﹂
と
の
制
度
理
解
は
、
今
一
度
、
強

調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

〈
ド
イ
ツ
民
法
典
条
文
〉

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
法
下
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
た
も
の
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
︼
1　

悪
意
に
よ
る
詐
欺
、
ま
た
は
、
違
法
な
強
迫
に
よ
っ
て
、
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
へ
と
決
定
し
た
者
は
、
そ
の
意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

2　

省
略

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
︼
1　

一
二
三
条
に
基
づ
い
て
取
消
可
能
な
意
思
表
示
の
取
消
し
は
、
一
年
以
内
に
の
み
、
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

2　

こ
の
期
間
は
、
悪
意
に
よ
る
詐
欺
の
場
合
に
は
、
取
消
権
者
が
欺
罔
さ
れ
た
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
か
ら
開
始
し
、
強
迫
の
場
合
に
は
、
強
制
状
態
が
止
ん
だ
と
き
か
ら

開
始
す
る
。（
以
下
、
省
略
）。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
二
条
︼
1　

取
消
可
能
な
法
律
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
法
律
行
為
は
、
最
初
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

2　

取
消
可
能
性
を
知
り
、
ま
た
は
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
者
は
、
取
消
し
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
が
法
律
行
為
の
無
効
を
知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
︼
債
務
者
は
、
取
引
慣
行
を
考
慮
し
て
、
信
義
誠
実
が
要
求
す
る
よ
う
に
給
付
を
実
現
す
る
義
務
を
負
う
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
︼
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
者
は
、
賠
償
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
事
情
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
あ
る
で
あ
ろ
う
状
態
を
回
復
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
人
へ
の
侵
害
ま
た
は
物
へ
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
が
給
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
原
状
回
復
に
代
え
て
、
原
状
回
復
の

た
め
に
必
要
な
金
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
一
条
︼
1　

原
状
回
復
が
可
能
で
な
く
、
ま
た
は
債
権
者
に
対
す
る
賠
償
と
し
て
十
分
で
な
い
と
き
に
限
り
、
賠
償
義
務
者
は
、
債
権
者
に
金
銭
で
賠
償
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

賠
償
義
務
者
は
、
原
状
回
復
が
過
分
の
費
用
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
、
債
権
者
に
金
銭
で
賠
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
一
五
三
七
）
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︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
︼
賠
償
す
べ
き
損
害
は
、
逸
失
利
益
を
も
含
む
。
事
物
の
通
常
の
経
過
に
基
づ
き
、
ま
た
は
特
別
の
事
情
、
特
に
す
で
に
な
し
た
措
置
お
よ
び
準
備
に
基

づ
き
、
蓋
然
性
を
も
っ
て
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
利
益
は
、
逸
失
利
益
と
な
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
三
条
︼
財
産
的
で
な
い
損
害
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
に
限
り
、
金
銭
に
よ
る
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
四
条
︼
債
務
者
は
、
新
債
権
者
に
対
し
て
、
債
権
譲
渡
の
時
点
で
旧
債
権
者
に
対
し
て
成
立
し
て
い
た
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
︼
1　

物
の
売
主
は
、
買
主
に
対
し
て
、
買
主
に
危
険
が
移
転
し
た
と
き
に
、
物
が
そ
の
価
値
あ
る
い
は
通
常
の
使
用
も
し
く
は
契
約
に
よ
っ
て
前
提
と

さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
合
性
を
失
わ
し
め
る
、
あ
る
い
は
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
帯
び
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
価
値
あ
る
い
は
適
合
性
の
軽
微
な
減
少
は

考
慮
さ
れ
な
い
。

2　

売
主
は
、
物
が
保
証
さ
れ
た
性
質
を
危
険
移
転
時
に
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
六
三
条
︼
売
買
目
的
物
が
売
買
時
に
保
証
さ
れ
た
性
質
を
欠
く
と
き
は
、
買
主
は
、
解
除
あ
る
い
は
減
額
に
代
え
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
売
主
が
瑕
疵
を
悪
意
で
黙
秘
し
て
い
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
︼
1　

故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
、
他
人
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
違
法
に
侵
害
し
た
者
は
、
こ
の
他
人
に
対
し
て
、

こ
れ
に
よ
り
生
ず
る
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

2　

他
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
に
違
反
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
当
該
法
律
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
律
に
対
す
る
違

反
が
過
失
な
し
で
も
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
義
務
が
発
生
す
る
の
は
、
そ
の
違
反
が
過
失
で
さ
れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
︼
良
俗
に
違
反
す
る
方
法
で
故
意
に
他
人
に
損
害
を
惹
起
し
た
者
は
、
こ
の
他
人
に
対
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
五
二
条
︼
1　

不
法
行
為
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
の
賠
償
請
求
権
は
、
被
害
者
が
損
害
お
よ
び
賠
償
義
務
者
を
知
っ
た
と
き
か
ら
三
年
で
時
効
に
よ
り
消
滅
し
、

ま
た
、
こ
の
認
識
と
は
関
係
な
く
、
行
為
が
さ
れ
た
と
き
か
ら
三
〇
年
で
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
五
三
条
︼
あ
る
者
が
自
己
の
し
た
不
法
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
に
対
す
る
債
権
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
債
権
破
棄
の
請
求
権
が
消
滅
時
効
に
か
か
っ
た

と
き
で
あ
っ
て
も
、
被
害
者
は
、
そ
の
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
二
〇
〇
二
年
施
行
の
ド
イ
ツ
民
法
典
〉

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
︼
通
常
の
消
滅
時
効
期
間

通
常
の
消
滅
時
効
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

　
（
一
五
三
八
）
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︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
九
条
︼
通
常
の
消
滅
時
効
期
間
の
起
算
点
お
よ
び
最
長
期
間

1　

通
常
の
消
滅
時
効
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
た
年
の
終
了
時
か
ら
起
算
す
る
。

　

⑴　

請
求
権
が
発
生
し
た
こ
と

　

⑵　

債
権
者
が
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
情
及
び
債
務
者
を
知
り
又
は
重
大
な
過
失
な
く
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と

2　

生
命
、
身
体
、
健
康
ま
た
は
自
由
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
そ
の
発
生
の
有
無
を

問
わ
ず
、
ま
た
、［
そ
れ
を
］
知
っ
て
い
る
か
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
の
時
、
義
務
違
反
の
と
き
又
は
損
害
を
惹
起
す
る
そ
の
他
の
出

来
事
が
発
生
し
た
時
か
ら
三
〇
年
の
消
滅
時
効
に
か
か
る
。

3　

そ
の
他
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
消
滅
時
効
に
か
か
る
。

　

⑴　
［
そ
れ
を
］
知
っ
て
い
る
か
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
発
生
時
か
ら
一
〇
年

　

⑵�　

そ
の
発
生
の
有
無
を
問
わ
ず
、
ま
た
、［
そ
れ
を
］
知
っ
て
い
る
か
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
の
時
、
義
務
違
反
の
時
又
は
損
害

を
惹
起
す
る
そ
の
他
の
出
来
事
が
発
生
し
た
時
か
ら
三
〇
年

［
第
一
号
及
び
第
二
号
の
う
ち
］
早
く
到
来
す
る
期
間
が
基
準
と
な
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
︼
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務

1　

債
権
者
は
、
債
務
関
係
に
基
づ
い
て
、
債
務
者
に
対
し
て
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
給
付
は
、
不
作
為
で
も
生
じ
う
る
。

2　

債
務
関
係
は
、
そ
の
内
容
に
よ
り
、
各
当
事
者
に
相
手
方
の
権
利
、
法
益
お
よ
び
利
益
に
対
す
る
配
慮
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
︼
損
害
賠
償
の
項
目
お
よ
び
範
囲

1　

損
害
賠
償
義
務
を
負
う
者
は
、
賠
償
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
事
情
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
あ
る
で
あ
ろ
う
状
態
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

省
略

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
︼
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償

1　

債
務
者
が
債
務
関
係
か
ら
生
じ
る
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
義
務
違
反
に

つ
き
債
務
者
に
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
︼ 

法
律
行
為
上
お
よ
び
法
律
行
為
類
似
の
債
務
関
係

1　

法
律
行
為
に
よ
る
債
務
関
係
の
成
立
、
ま
た
は
、
債
務
関
係
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
両
当
事
者
間
に
お
け
る
契
約
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
律
に
別
段
の
定

　
（
一
五
三
九
）



ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開

�

一
五
〇

同
志
社
法
学　

五
九
巻
三
号

め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2　

二
四
一
条
二
項
の
諸
義
務
を
伴
う
債
務
関
係
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
も
発
生
す
る
。

　

⑴　

契
約
交
渉
の
開
始

　

⑵ 　

当
事
者
の
一
方
が
、
不
時
の
法
律
行
為
上
の
関
係
の
発
生
を
顧
慮
し
て
、
相
手
方
に
、
自
己
の
権
利
、
法
益
お
よ
び
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
与
え
、
ま
た
は
、

そ
れ
を
委
ね
る
契
約
交
渉
の
準
備

　

⑶　

こ
れ
と
類
似
す
る
取
引
上
の
接
触

3　

省
略

︻
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
二
条
︼
訪
問
取
引
に
お
け
る
撤
回
権

1　

消
費
者
は
、
事
業
者
と
の
契
約
が
有
償
給
付
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
訪
問
取
引
）
に
は
、
第
三
五
五
条
︹
消
費
者
契
約
に
お

け
る
撤
回
権―

筆
者
注
︺
に
基
づ
き
撤
回
権
を
有
す
る
。

　

⑴　

消
費
者
の
職
場
、
ま
た
は
、
あ
る
私
的
住
居
に
お
け
る
口
頭
の
交
渉
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
場
合

　

⑵　

⋮
⋮
以
下
省
略
。

　

ド
イ
ツ
民
法
典
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
、
特
に
参
照
し
た
文
献
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
﹃
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）、
椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
﹃
注
釈
ド
イ
ツ
不
当
利
得
法
・
不
法
行
為
法
﹄（
三
省
堂
、
一

九
九
〇
年
）、
右
近
健
男
編
﹃
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
﹄（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）、
岡
孝
編
﹃
契
約
法
に
お
け
る
現
代
化
の
課
題
﹄
法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
叢
書
二
一
（
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
）。

　
（
一
五
四
〇
）


