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一　

問
題
設
定

　

種
類
・
品
質
・
数
量
に
つ
き
契
約
に
適
合
し
な
い
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
買
主
が
そ
の
物
が
偶
然
に
滅
失
・
損
傷
す
る
危

険
を
負
担
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
従
来
は
、
瑕
疵
あ
る
目
的
物
が
滅
失
し
て
も
買
主
は
契
約
を
解
除
で
き
る
か
、
解
除
で
き
る

と
し
て
も
な
お
価
値
賠
償
義
務
を
負
う
の
か
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た（

1
（

。
し
か
し
、
改
正
民
法
は
危
険
の
移
転
を
引
渡

し
と
す
る
た
め
（
改
正
第
五
六
七
条
第
一
項
（、
品
質
が
契
約
に
適
合
し
な
い
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
の
危
険
の
あ
り
方
も
、
や
は

り
引
渡
し
に
よ
っ
て
危
険
が
買
主
に
移
転
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
得
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
も
そ
も
、
も
し
買
主
が
契

約
不
適
合
を
知
っ
て
い
て
、
そ
の
引
渡
し
自
体
を
拒
絶
で
き
た
は
ず
で
あ
る
な
ら
、
買
主
は
そ
の
物
の
危
険
を
負
担
す
る
は
ず
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
不
適
合
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
買
主
は
、
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
と
い
う
一
事

で
、
そ
の
物
の
滅
失
・
損
傷
の
危
険
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
て
債
務
を
履
行
し
て
い
な
い
売
主
が
、
一
貫
し
て
物
の
危
険
を
負
担
す
べ
き
と
す
る
見

解
も
有
力
で
あ
る（

2
（

。
し
か
し
、
不
履
行
と
因
果
関
係
が
あ
る
の
は
、
当
該
不
適
合
に
由
来
す
る
目
的
物
の
滅
失
・
損
傷
で
あ
っ
て
、

不
履
行
と
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
・
損
傷
と
は
、
本
来
、
因
果
関
係
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
履
行
遅
滞
後
の
不
可
抗
力

に
よ
る
履
行
不
能
は
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
と
さ
れ
る
が
（
改
正
第
四
一
三
条
の
二
第
一
項
（、
そ
れ
は
当
該
物
が
遅
滞
が

な
け
れ
ば
債
権
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
が
遅
滞
に
あ
る
た
め
、
そ
の
支
配
領
域
内
で
滅
失
が
生
じ
る

事
態
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
不
適
合
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
目
的
物
は
買
主
の
支
配
領
域
に
移

転
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
の
滅
失
を
直
ち
に
債
務
者
で
あ
る
売
主
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
も
し
履
行
遅
滞
が
な
け
れ
ば
と
い
う
仮
定
は
当
該
物
に
か
か
わ
る
が
、
不
適
合
が
な
け
れ
ば
と
い
う
仮
定
は
、

代
物
請
求
や
解
除
を
想
定
す
る
と
き
、
当
該
物
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
契
約
適
合
物
に
か
か
わ
る
た
め
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
も
し
買
主
が
引
渡
し
を
拒
絶
し
て
い
た
な
ら
危
険
を
負
わ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と

い
う
仮
定
が
、
引
渡
し
後
に
も
ど
こ
ま
で
貫
徹
で
き
る
の
か
と
い
う
観
点
で
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
よ
う（

3
（

。
も
っ
と
も
、
契
約
不
適
合

物
の
引
渡
し
を
受
け
た
買
主
が
、
果
た
し
て
そ
の
目
的
物
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
、
民
法
上
明
確
な
規
定
は

設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
商
法
第
五
二
七
条
は
、
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
買
主
は
、
本
来
売
主
に
返
還
す
べ
き

目
的
物
を
な
お
一
時
的
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
を
手
が
か
り
に
し
て
、
契
約
不
適
合
物
の

引
渡
し
を
受
け
た
買
主
が
目
的
物
に
対
し
て
と
る
べ
き
対
応
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
目
的
物
の
危
険
負
担
を
論
じ
る
こ

と
に
し
よ
う
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
商
法
第
五
二
七
条
の
意
義
を
そ
の
沿
革
か
ら
明
ら
か
に
し
た
上
で
（
以
下
、
二
を
参
照
（、
沿
革

上
接
点
を
持
つ
ド
イ
ツ
法
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
（
以
下
、
三
を
参
照
（、
引
渡
し
後
の
買
主
の
目
的
物
へ
の
対
応
を
整
理
し
て
（
以

下
、
四
を
参
照
（、
契
約
不
適
合
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
後
の
危
険
の
あ
り
方
に
つ
い
て
一
応
の
帰
結
を
得
る
こ
と
と
し
よ
う
（
以
下
、

五
を
参
照
（。

二　

商
法
第
五
二
七
条
の
成
立
史

１　

旧
商
法
第
五
四
九
条
・
第
五
五
〇
条

　

現
行
商
法
第
五
二
七
条
は
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
起
草
の
い
わ
ゆ
る
旧
商
法
第
五
四
九
条
お
よ
び
第
五
五
〇
条（

4
（

を
「
併
合
シ
之
ニ
修
正
ヲ

加
ヘ
タ
ル
」
規
定
で
あ
る
こ
と
は
、
明
治
三
二
年
商
法
の
起
草
過
程
で
明
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

5
（

。

旧
商
法
第
五
四
九
条　

買
主
カ
物
ノ
受
取
ヲ
拒
ム
ト
キ
ハ
遅
延
ナ
ク
其
物
ヲ
売
主
ノ
処
分
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
シ
又
此
処
分
ヲ
為
シ
又
ハ
当

ニ
為
ス
ヘ
キ
ニ
至
ル
マ
テ
其
貯
蔵
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
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買
主
ハ
売
主
ノ
委
託
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
物
ヲ
売
主
ニ
送
還
ス
ル
権
利
及
ヒ
義
務
ナ
シ

　

ロ
ェ
ス
レ
ル
は
、
旧
商
法
第
五
四
九
条
の
基
礎
と
な
っ
た
旧
商
法
草
案
第
六
〇
九
条
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
を
し
て
い
る（

6
（

。

す
な
わ
ち
、「
買
主
が
物
の
受
領
（A

nnahm
e

（
を
拒
絶
で
き
る
の
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
商
品
が
契
約
も
し
く
は
法
律
に
適
合
す
る

品
質
ま
た
は
数
量
を
有
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
、
た
だ
し

0

0

0

…
…
買
主
が
代
金
減
額
し
か
売
主
に
求
め
得
な
い
場
合
は
別
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

〔
傍
点
筆
者
〕。
買
主
が
契
約
ま
た
は
法
律
に
適
合
し
な
い
商
品
の
受
領
を
拒
絶
し
て
契
約
を
解
除
で
き
る
場
合
、
買
主
は
商
品
の
検

査
・
通
知
義
務
を
果
た
し
て
売
主
に
処
分
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
反
面
、
買
主
は
自
ら
の
処
分
を
自
制
し
て
商
品
を
保
管
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う（

7
（

。

　

買
主
は
商
品
の
通
常
の
保
管
義
務
を
負
う
が
、
こ
の
保
管
義
務
は
売
主
の
利
益
だ
け
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
売
主
が
売

買
物
に
つ
い
て
買
主
へ
の
引
渡
し
ま
で
負
担
す
る
よ
う
な
最
高
度
の
注
意
を
払
う
必
要
は
な
い（

8
（

。
買
主
が
当
該
物
を
売
主
に
返
送
す

る
こ
と
は
、
費
用
が
嵩
む
た
め
好
ま
し
く
な
い
こ
と
が
多
い
。
売
主
は
、
買
主
が
物
を
保
持
し
た
ま
ま
で
も
処
分
が
可
能
で
あ
り
、

む
し
ろ
、
売
主
は
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
た
め
、
買
主
は
、
売
主
が
そ
の
よ
う
な
委
託
を
し
な
い
限
り
、
商
品
を
売
主
に
返
送
す
る
義

務
を
負
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
権
利
を
持
つ
わ
け
で
も
な
い
と
い
う（

9
（

。
ロ
ェ
ス
レ
ル
は
、
こ
の
草
案
の
規
定
モ
デ
ル
と
し
て
一
般
ド

イ
ツ
商
法
典
第
三
四
八
条
を
参
照
さ
せ
る（

（（
（

。

　

こ
の
ロ
ェ
ス
レ
ル
の
理
解
は
、
旧
商
法
に
関
す
る
各
種
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
五
四
九
条
第

一
項
に
つ
い
て
、
買
主
は
、
目
的
物
が
法
律
ま
た
は
契
約
に
適
合
し
な
い
た
め
、
そ
の
受
取
を
正
当
に
拒
絶
で
き
る
が
、
買
主
は
そ

の
物
を
遅
延
な
く
売
主
の
処
分
に
付
し
、
売
主
が
処
分
す
る
ま
で
そ
の
物
を
相
当
の
注
意
を
以
て
保
管
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
の
物
に
生
じ
た
損
失
に
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
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２　

現
行
商
法
第
五
二
七
条

　

こ
れ
ら
の
旧
商
法
の
規
定
は
、
法
典
調
査
会
で
は
、
次
の
よ
う
な
改
正
条
文
と
し
て
提
案
さ
れ
た（

（（
（

。

第
二
三
七
条　

前
条
ノ
場
合
〔
筆
者
注
：
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
〕
ニ
於
テ
買
主
ハ
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

売
主
ノ
費
用
ヲ
以
テ

売
買
ノ
目
的
物
ヲ
保
管
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
其
物
ニ
付
キ
滅
失
又
ハ
毀
損
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
競
売
シ
其
代
価
ヲ

保
管
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
〔
傍
点
筆
者
〕

…
…
第
二
項
・
第
三
項
略
…
…

　

明
治
三
〇
年
二
月
一
二
日
の
第
五
六
回
商
法
委
員
会
議
事
要
録
で
の
田
部
芳
起
草
委
員
の
趣
旨
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
条
文
は
旧

商
法
第
五
四
九
条
と
第
五
五
〇
条
を
併
合
・
修
正
し
た
も
の
で
、「
大
体
ハ
異
ナ
ラ
サ
ル
」
も
の
で
あ
る（

（（
（

。
審
議
で
は
、
土
方
寧
委

員
が
第
一
項
た
だ
し
書
き
末
尾
の
「
得
」
を
「
要
ス
」
に
修
正
す
る
提
案
を
し
、
梅
謙
次
郎
起
草
委
員
が
そ
れ
に
同
意
し
て
修
正
さ

れ
た（

（（
（

。
こ
の
修
正
は
、
明
治
三
〇
年
一
〇
月
九
日
付
の
商
法
決
議
案
第
二
三
八
条
に
反
映
さ
れ
る（

（（
（

。
そ
の
後
、
明
治
三
一
年
四
月
二

九
日
付
の
商
整
理
案
第
二
八
八
条
で
は
、
次
の
条
文
が
、
第
一
項
の
修
正
案
と
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

第
二
八
八
条　

前
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
買
主
ハ
契
約
ノ
解
除
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

売
主
ノ
費
用
ヲ
以
テ
売
買
ノ
目
的
物
ヲ
保
管
又
ハ
供
託

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
其
物
ニ
付
キ
滅
失
又
ハ
毀
損
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
競
売
シ
其
代
価
ヲ
保
管
又
ハ
供
託
ス
ル
コ

ト
ヲ
要
ス
〔
傍
点
筆
者
〕

　

こ
こ
で
は
じ
め
て
「
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
」
と
い
う
文
言
が
「
解
除
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
」
と
い
う
文
言
に
修
正
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さ
れ
、
こ
の
修
正
さ
れ
た
規
定
が
、
明
治
三
二
年
に
公
布
さ
れ
た
商
法
第
二
八
九
条
と
な
り
、
昭
和
一
三
年
の
商
法
改
正
に
よ
っ
て

第
五
二
七
条
と
な
っ
て
、
平
成
一
七
年
に
口
語
化
さ
れ
た
現
行
商
法
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
民
法
に
よ
れ
ば
、
契
約
の

解
除
に
よ
っ
て
買
主
は
契
約
不
適
合
物
の
返
還
義
務
を
負
い
、
ま
た
返
還
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
こ
こ
で
買
主
が

目
的
物
を
保
管
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
自
体
が
、
民
法
に
対
す
る
商
法
第
五
二
七
条
の
特
則
性
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
他
地
へ
の

契
約
不
適
合
物
の
送
付
返
還
に
よ
っ
て
（
第
五
二
七
条
第
四
項
（、
そ
の
返
還
費
用
を
売
主
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
途
中
の

危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
迅
速
な
転
売
機
会
も
喪
失
す
る
恐
れ
さ
え
も
あ
る
た
め
、
買
主
に
保
管
義
務
が

課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
の
目
的
物
保
管
義
務
は
、
買
主
が
「
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
」
で
は
な
く
、「
解
除
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
」
発
生

す
る
。
編
纂
段
階
で
の
そ
の
修
正
理
由
は
明
ら
か
と
は
な
ら
な
い
が
、
買
主
が
「
異
議
を
述
べ
る
」
場
合
と
「
解
除
す
る
」
場
合
と

は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
の
か
。
買
主
が
売
買
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
は
、
契
約
不
適
合
物
を
売
主
に
返
還
す
る
義
務
が
生

じ
る
が
、
そ
れ
を
む
し
ろ
保
管
す
べ
き
と
す
る
こ
の
規
定
の
特
則
性
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
買
主
が
目
的
物
を
受
け
取
り
な
が

ら
「
異
議
を
述
べ
る
」
場
合
と
は
、
当
該
目
的
物
を
履
行
に
向
け
て
保
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
場
合
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
、
買
主
は
目
的
物
を
売
主
に
返
還
す
べ
き
局
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
目
的
物
を
保
管
す
べ
き
と
す
る
と
こ
ろ
に
も

こ
の
規
定
の
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
買
主
が
解
除
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
（
改
正
第
五
六
四
条
、
改
正

第
五
四
一
条
以
下
（、
代
物
給
付
を
求
め
る
場
合
に
も
（
改
正
第
五
六
二
条
第
一
項
（、
あ
る
い
は
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
求
め

る
場
合
に
も
（
改
正
第
五
六
四
条
、
改
正
第
四
一
五
条
第
二
項
（、
当
該
契
約
不
適
合
物
は
売
主
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
局
面
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
買
主
は
な
お
当
該
目
的
物
の
保
管
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う（

（（
（

。

　

で
は
、
こ
の
買
主
の
保
管
義
務
は
、
買
主
が
売
主
に
契
約
不
適
合
物
を
返
還
で
き
る
権
利
を
行
使
し
て
は
じ
め
て
生
じ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ロ
ェ
ス
レ
ル
は
、
先
に
見
た
と
お
り
、
代
金
減
額
以
上
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
受
取
を
拒
絶
で
き
る
と
い
う
の
で
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あ
り
、
解
除
権
等
を
行
使
し
て
は
じ
め
て
保
管
義
務
が
発
生
す
る
と
は
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
代
金
減
額
以
上
の
解
除

権
等
の
権
利
を
行
使
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
以
前
の
時
点
で
、
す
で
に
買
主
の
保
管
義
務
が
発
生
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
、
ド
イ
ツ
の
商
法
立
法
か
ら
眺
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

三　

ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
七
九
条
の
意
義

１　

ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
七
九
条
の
成
立
史

　

ロ
ェ
ス
レ
ル
が
そ
の
商
法
草
案
理
由
書
で
参
照
を
指
示
す
る
一
般
ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
四
八
条
の
第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
定
め

て
い
た（

（（
（

。

第
三
四
八
条　

買
主
が
他
の
場
所
か
ら
送
付
さ
れ
た
商
品
に
異
議
を
述
べ
る
（beanstanden

（
場
合
、
彼
は
、
そ
の
一
時
的
な
保
管
に
配

慮
す
る
義
務
を
負
う
。

　

…
…
第
二
項
な
い
し
第
五
項
略
…
…

　

一
般
ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
四
八
条
に
つ
い
て
、
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
商
事
売
買
で
か
つ
送
付
売
買
の
場
合
に
、
買
主
は
、
そ
れ
が

明
ら
か
に
受
領
で
き
な
い
と
き
で
も
突
っ
返
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
自
身
で
ま
た
は
第
三
者
に
よ
っ
て
一
時
的
に
保
管
す
る
義
務

を
負
っ
て
い
る（

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
売
買
が
商
事
売
買
で
は
な
い
か
あ
る
い
は
送
付
売
買
で
な
け
れ
ば
当
該
規
定
の
適
用
は
な
い
た

め
、
従
来
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
売
買
が
取
立
債
務
で
あ
れ
ば
、
買
主
が
商
品
に
異
議
を
申
し
立
て
た
場
合
、
買
主
は

そ
の
受
取
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
後
の
処
置
は
売
主
に
委
ね
ら
れ
る
。
他
方
で
、
商
事
売
買
で
は
な
い
送
付
売
買
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で
は
、
買
主
は
依
然
と
し
て
商
品
を
受
け
取
っ
て
、
そ
の
維
持
と
性
状
の
証
明
に
配
慮
す
る
義
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
売
主
が
そ

の
立
場
に
あ
れ
ば
す
る
よ
う
な
態
度
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う（

（（
（

。
こ
の
点
を
強
調
す
る
ハ
ナ
ウ
ゼ
ク
に
よ
れ
ば
、
買
主
は
異
議

を
述
べ
る
商
品
を
一
時
的
に
保
管
す
る
義
務
を
負
う
が（

（（
（

、
と
り
わ
け
買
主
が
商
品
を
運
送
人
か
ら
売
主
の
事
務
管
理
者
と
し
て
引
き

取
る
義
務
は
民
法
上
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
商
法
に
よ
っ
て
「
受
領
し
得
な
い
と
認
め
た
商
品
を
運
送
人
か
ら
引
き
取
る
」

法
律
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う（

（（
（

。

　

テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
異
議
を
述
べ
る
」
と
は
、
買
主
が
受
領
で
き
な
い
旨
を
表
明
す
る
こ
と
と
さ
れ
る（

（（
（

。
同
様
に
、

ア
ウ
ア
ー
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
買
主
は
異
議
を
述
べ
た
商
品
を
売
主
の
処
分
に
付
し
て
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
後
に
売
主
の
た
め
に
そ

れ
を
保
管
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
た
め
、
買
主
は
そ
れ
を
消
費
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
を
換
価
す
る
こ
と
も
原
則
と
し
て

認
め
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
不
履
行
と
は
本
来
区
別
さ
れ
る
べ
き
不
完
全
な
履
行
で
あ
っ
て
、
異
議
を
述
べ
る
と
は
、

文
句
を
述
べ
た
り
あ
る
い
は
法
律
ま
た
は
契
約
に
適
合
し
て
い
な
い
と
表
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
買
主
が
契
約
を
解
除
し
な
い
し

は
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
売
主
に
処
分
を
委
ね
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
瑕
疵
あ
る
商
品
に
代
え
て
瑕
疵
の
な
い
商
品
の
追
完
を
請
求

す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
買
主
が
代
金
減
額
を
求
め
る
場
合
に
は
適
用
は
な
い
と
い
う（

（（
（

。
先
に
見
た
と
お
り
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
も
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

エ
ン
デ
マ
ン
に
よ
っ
て
も
、
売
主
が
措
置
を
講
じ
る
ま
で
、
買
主
は
、
自
身
ま
た
は
他
人
の
許
で
通
常
の
商
人
と
し
て
の
注
意
で

商
品
を
保
管
す
る
義
務
を
負
う
た
め
、
商
品
を
放
棄
し
た
り
、
利
用
・
譲
渡
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
買
主
が
保
管
義
務

に
違
反
す
れ
ば
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
、
不
当
な
売
却
処
分
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
正
当
な
異
議
で
あ
れ
ば
、
買
主
に
生
じ
る
費

用
は
売
主
が
負
担
す
る
。
正
当
な
異
議
に
よ
っ
て
、
契
約
が
未
だ
終
局
的
に
は
処
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
り
、
供
給
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
と
は
全
く
違
っ
て
い
れ
ば
、
買
主
は
そ
の
返
還
と
履
行
を
求
め
、
あ
る
い
は
、
契
約
を
解
除
で
き
、
代

金
減
額
の
権
利
も
あ
る
と
い
う（

（（
（

。
こ
こ
で
、
エ
ン
デ
マ
ン
は
、
買
主
は
商
品
の
受
領
可
能
性
を
検
査
し
、
そ
れ
に
異
議
を
述
べ
て
瑕
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疵
か
ら
権
利
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
通
知
を
要
す
る
と
い
う（

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
エ
ン
デ
マ
ン
で
の
「
異
議
」
の
理
解
は
、
受
領
を

拒
絶
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
受
け
取
っ
た
瑕
疵
あ
る
商
品
を
全
面
的
に
拒
絶
す
る
こ
と
だ
け
を
意
味
し
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
商
慣
習
に
由
来
す
る
送
付
売
買
に
の
み
、
買
主
は
異
議
を
述
べ
た
商
品
に
つ
い
て
一
時
的
な
保
管
義
務
を
負
う

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
異
議
を
述
べ
る
」
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
買
主
が
解
除
権
は
も
と

よ
り
代
金
減
額
権
を
行
使
す
る
場
面
で
の
適
用
を
説
く
見
解
も
あ
る
た
め
、
ま
す
ま
す
「
異
議
を
述
べ
る
」
の
独
自
の
意
味
は
不
明

確
と
な
る
。

　

帝
国
司
法
庁
第
一
草
案
第
三
一
八
条
も
同
様
に
、
買
主
が
「
異
議
を
述
べ
る
（beanstanden

（」
場
合
の
一
時
的
な
保
管
義
務
を

定
め
る
。
帝
国
司
法
庁
第
一
草
案
理
由
書
は
、
第
三
一
八
条
第
一
項
に
つ
い
て
、
一
般
ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
四
八
条
第
一
項
を
承
継

す
る
旨
を
明
確
に
説
い
て
い
る
が
、「
異
議
を
述
べ
る
」
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
特
段
の
説
明
は
な
い（

（（
（

。
こ
の
規
定
は
、
帝
国
司
法

庁
第
二
草
案
第
三
四
九
条
第
一
項
を
経
て
、
最
終
的
に
、
現
行
ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
七
九
条
第
一
項
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
纏
め
ら

れ
た
。

第
三
七
九
条　

売
買
が
、
両
当
事
者
に
と
っ
て
商
行
為
で
あ
る
場
合
、
買
主
は
、
彼
が
他
の
場
所
か
ら
彼
に
送
付
さ
れ
た
商
品
に
異
議
を
述

べ
る
（beanstanden

（
と
き
に
は
、
そ
の
一
時
的
な
保
管
に
配
慮
す
る
義
務
を
負
う
。

　

…
…
第
二
項
略
…
…

２　

保
管
義
務
の
契
機

（
１
（
ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
七
九
条
の
「
異
議
」

　

ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
七
九
条
第
一
項
は
、
商
事
の
送
付
売
買
で
、
買
主
が
引
渡
し
を
受
け
た
商
品
に
「
異
議
を
述
べ
る
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（beanstanden

（」
と
き
に
、
買
主
の
保
管
義
務
を
定
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
一
般
ド
イ
ツ
商
法
典
に
由
来
し
つ
つ
も
、「
解
除

し
た
」
場
合
に
保
管
義
務
を
定
め
る
我
が
国
の
商
法
第
五
二
七
条
と
の
顕
著
な
相
違
は
、
ま
さ
に
こ
の
ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
七
九
条

第
一
項
の
「
異
議
を
述
べ
る
」
と
い
う
要
件
に
現
れ
る
。
で
は
、
こ
の
「
異
議
を
述
べ
る
」
と
は
、
ド
イ
ツ
商
法
の
解
釈
上
、
ど
の

よ
う
な
意
味
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
代
表
的
な
注
釈
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る（

（（
（

。

「
法
律
は
こ
こ
で
は
意
識
的
に
第
三
七
七
条
〔
筆
者
注
：
商
事
売
買
に
お
け
る
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
〕
に
お
け
る
の
と
は
異
な
る
表
現

を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
異
議
を
述
べ
る
（beanstanden

（〉
と
は
─
─
実
質
的
に
─
─
単
に
〈
瑕
疵
を
通
知
す
る
〉
よ
り
も
も
っ

と
何
か
強
力
で
あ
る
…
…
異
議
を
述
べ
る
買
主
は
、
彼
が
そ
の
商
品
を
保
持
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
も
、
そ
の

場
合
に
だ
け
、
彼
に
一
時
的
な
保
管
の
義
務
を
（
売
主
の
利
益
で
（
課
す
こ
と
が
意
味
を
持
つ
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
規
定
は
、

い
っ
た
ん
商
品
が
そ
の
瑕
疵
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
持
さ
れ
、
瑕
疵
担
保
解
除
ま
た
は
他
の
商
品
の
給
付
で
は
な
く
、
代
金
減
額
ま
た
は
い
わ

ゆ
る
小
さ
な
損
害
賠
償
が
主
張
さ
れ
る
と
き
に
は
、
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。
買
主
に
と
っ
て
は
、
せ
い
ぜ
い
、
商
品
を
、
売
主
が
そ
の
状

態
を
確
認
で
き
る
ま
で
、
変
わ
ら
な
い
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
よ
う
」〔
傍
点
筆
者
〕。

　

本
来
な
ら
、
買
主
は
、
売
主
の
財
産
利
益
を
考
慮
し
て
、
回
避
で
き
る
損
害
か
ら
売
主
を
保
護
す
る
一
般
的
な
義
務
を
負
う
と
は

い
え
、
常
に
商
品
を
返
送
し
て
か
ま
わ
な
い（

（（
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
規
定
は
、
本
来
な
ら
避
け
ら
れ
な
い
商
品
の
返
還
を
回
避
し
て
、

買
主
に
保
管
義
務
を
課
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
買
主
が
「
異
議
を
述
べ
る
」
と
は
、
買
主
が
商
品
を
保
持
し
よ
う

と
し
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
を
意
味
す
る（

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
買
主
が
「
異
議
を
述
べ
る
」
と
は
、
単
に
買
主
が
目
的
物
に
瑕
疵

が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
通
知
と
は
異
な
っ
て
、
買
主
が
引
き
渡
さ
れ
た
商
品
を
保
持
し
な
い
態
度
を
表
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
段
階
で
は
、
買
主
が
ど
の
担
保
責
任
の
権
利
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
い
ま
だ
正
確
な
確
定
ま
で
は

必
要
で
は
な
く
、
瑕
疵
に
基
づ
く
彼
の
「
返
還
意
思
」
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
足
り
る（

（（
（

。
と
り
わ
け
、
債
務
法
の
現
代
化
法
を
経
た
現
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在
で
は
、
買
主
は
、
原
則
と
し
て
、
ま
ず
は
修
補
ま
た
は
代
物
給
付
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
（
ド
イ
ツ
民

法
典
第
四
三
九
条
第
一
項
参
照
（、
そ
の
こ
と
が
な
お
さ
ら
当
て
は
ま
る
と
い
う（

（（
（

。
つ
ま
り
、
買
主
が
ま
ず
は
代
物
給
付
を
請
求
す
れ

ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
当
該
物
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
買
主
の
意
思
は
明
ら
か
と
な
る
が
、
代
物
給
付
請
求
は
も
と
よ
り
、
契
約

を
解
除
し
た
り
、
あ
る
い
は
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と
い
っ
た
具
体
的
な
権
利
を
示
す
必
要
は
な
く
、
い
ず
れ
か
の

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
で
当
該
目
的
物
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
反
面
で
、
買
主
が
目

的
物
が
契
約
に
適
合
し
な
い
と
主
張
し
つ
つ
も
、
ま
ず
修
補
を
請
求
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
代
金
減
額
あ
る
い
は
修
補
に
代
わ
る

損
害
賠
償
の
い
ず
れ
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
目
的
物
を
履
行
に
向
け
て
保
持
す
る
場
合
に
は
、
買
主
は
当
該

目
的
物
を
売
主
の
た
め
に
保
管
す
る
の
で
は
な
く
、
履
行
目
的
物
と
し
て
自
身
の
た
め
に
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
買
主
が
履
行
と
し
て
提
供
さ
れ
た
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
て
、
瑕
疵
を
知
り
つ
つ
「
履
行
と
し
て
認
容

（A
nnahm

e als Erfüllung

（」
す
る
な
ら
、
な
お
契
約
不
適
合
の
修
補
や
代
金
減
額
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
買
主
は
当
該
目
的

物
を
履
行
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
売
主
の
た
め
の
保
管
義
務
は
生
じ
な
い
。
買
主
が
「
異
議
を

述
べ
る
」
目
的
物
を
売
主
の
た
め
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
さ
に
当
該
目
的
物
を
「
履
行
と
し
て
認
容
し
な
い
」
場

合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
に
異
議
を
述
べ
る
と
い
う
の
は
、「
買
主
が
商
品
を
契
約
に
適
合
し
た
も
の
と
は
み
な
さ
ず
…
…
彼

が
そ
れ
を
保
持
し
よ
う
と
し
な
い
旨
の
買
主
の
表
示
」
な
の
で
あ
る（

（（
（

。

（
２
（
商
事
売
買
と
民
事
売
買
の
構
造
対
照

　

以
上
の
商
事
売
買
に
お
け
る
「
履
行
と
し
て
の
認
容
」
と
「
異
議
を
述
べ
る
」
と
の
区
別
に
よ
る
買
主
の
保
管
義
務
の
理
解
は
、

民
事
売
買
に
ど
の
よ
う
に
敷
衍
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
エ
ル
ン
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
売
主
が
契
約
に
適
合
し
な

い
売
買
目
的
物
を
提
供
す
る
場
合
、
買
主
は
そ
れ
を
「
履
行
と
し
て
認
容
（A

nnahm
e als Erfüllung

（」
す
る
か（

（（
（

、
あ
る
い
は
、
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そ
れ
を
「
認
容
拒
絶
（Zurückw

eisung

（」
す
る
の
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
る
。
買
主
が
売
主
の
提
供
を
履
行
と
し
て
認
容
す
る
の
を

「
拒
絶
」
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
七
九
条
の
「
異
議
を
述
べ
る
」
と
同
義
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
買
主
は
そ
れ
以
後
、

当
該
目
的
物
の
引
渡
し
を
拒
否
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
引
渡
し
を
受
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
目
的
物
を
保
管
す
る
義
務
を
負
う

こ
と
に
な
る
と
い
う（

（（
（

。
ま
さ
に
ド
イ
ツ
商
法
典
第
三
七
九
条
は
、
こ
の
保
管
義
務
を
定
め
る
の
で
あ
り
、
供
託
の
可
能
性
と
そ
の
要

件
も
示
唆
す
る
。
民
事
売
買
で
も
、
信
義
則
に
基
づ
い
て
、
買
主
の
保
管
義
務
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
も
い
う（

（（
（

。

　

我
が
国
で
も
、
す
で
に
、
た
と
え
ば
瑕
疵
発
見
時
か
ら
一
年
以
内
の
通
知
義
務
の
存
否
等
の
相
違
に
着
目
し
て
、
本
来
の
履
行
請

求
権
か
ら
追
完
請
求
権
へ
の
移
行
を
履
行
と
し
て
の
認
容
か
ら
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
引
渡
し
か
ら
と
す
る
の
か
、
仮
に
引
渡
し

か
ら
と
す
る
と
し
て
も
、
買
主
が
本
来
は
不
適
合
物
を
拒
絶
で
き
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
履
行
と
し
て
認
容
し
な
い
限
り
、

危
険
の
移
転
は
も
と
よ
り
、
追
完
請
求
権
へ
の
移
行
も
拒
絶
で
き
る
と
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
こ
こ
で
も
ま
た
、
履
行
と

し
て
の
認
容
と
認
容
拒
絶
と
が
対
比
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
本
来
拒
絶
で
き
た
契
約
不
適
合
物
の
危
険
を
引
渡
し
に
よ
っ
て
買

主
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
に
対
す
る
疑
念
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
買
主
が
瑕
疵
の
あ
る
物
を
履
行
と
し
て
認
容
す
れ
ば

売
主
の
義
務
は
履
行
さ
れ
て
契
約
不
適
合
責
任
の
段
階
へ
と
移
行
す
る
が
、
買
主
が
認
容
拒
絶
す
る
と
き
に
は
売
主
の
義
務
は
履
行

さ
れ
て
お
ら
ず
債
務
不
履
行
状
態
が
依
然
と
し
て
継
続
す
る
た
め
、
履
行
と
し
て
の
認
容
と
認
容
拒
絶
と
に
二
者
択
一
の
関
係
を
認

め
る
こ
と
に
な
ろ
う（

（（
（

。四　

買
主
の
目
的
物
処
遇
の
段
階
論

１　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
巻
き
戻
し
関
係
の
三
段
階
論

　

ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
法
定
解
除
場
面
で
の
目
的
物
の
偶
然
の
滅
失
・
損
傷
問
題
は
、
債
務
法
の
現
代
化
に
よ
っ
て
大
き
く
様
変
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わ
り
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
滅
失
・
損
傷
原
因
に
応
じ
た
解
除
の
当
否
に
よ
っ
て
危
険
を
分
配
す
る
規
律
か
ら
、
原
因
に
よ
ら
ず
に

解
除
を
認
め
つ
つ
原
状
回
復
で
の
価
値
賠
償
に
よ
り
危
険
分
配
を
調
整
す
る
規
律
へ
と
変
更
さ
れ
た（

（（
（

。
こ
こ
で
、
瑕
疵
あ
る
目
的
物

が
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
た
後
、
そ
の
目
的
物
の
滅
失
ま
た
は
損
傷
の
危
険
を
誰
が
負
担
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
ま
た
、
売
主
が
責

め
を
負
う
場
合
と
買
主
が
責
め
を
負
う
場
合
を
除
外
し
て
は
じ
め
て
危
険
負
担
の
問
題
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法

定
解
除
権
者
が
自
身
の
事
務
に
通
常
払
う
注
意
（diligentia quam

 in suis

：
ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
七
七
条
参
照
（
を
払
っ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
目
的
物
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
法
定
解
除
権
者
は
解
除
で
き
る
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
負

担
す
べ
き
価
値
賠
償
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
（
同
法
第
三
四
六
条
第
三
項
第
一
文
第
三
号
（。
つ
ま
り
、
瑕
疵
あ
る
目
的
物
の
危
険
は

売
主
が
負
担
す
る
が
、
そ
れ
は
、
売
主
が
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
引
き
渡
し
た
が
故
で
あ
る
と
さ
れ
る（

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
解
除
権
者

で
あ
る
返
還
債
務
者
が
自
身
の
帰
責
性
に
基
づ
い
て
現
物
の
返
還
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
返
還
債
務
者
は
損
害
賠
償
義
務

を
負
う
と
も
さ
れ
る
（
同
法
第
三
四
六
条
第
四
項
（。
し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
あ
る
目
的
物
が
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
最
終
的

に
そ
の
目
的
物
の
滅
失
ま
た
は
損
傷
の
危
険
の
帰
趨
を
判
断
す
る
に
は
、
返
還
債
務
者
で
あ
る
買
主
の
帰
責
性
の
範
囲
を
確
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
買
主
の
帰
責
性
を
判
断
す
る
た
め
に
、
巻
き
戻
し
関
係
の
三
段
階
論
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
提
唱
し
た
ガ
イ
ア
ー
お
よ
び
そ
れ
を
支
持
す
る
ハ
イ
ン
リ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
解
除
に
関
わ
る
巻
き
戻
し
の
三
段
階
は
、
次

の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。
ま
ず
、
買
主
が
目
的
物
を
受
け
取
っ
た
が
瑕
疵
に
気
が
つ
か
な
い
た
め
、
解
除
で
き
る
こ
と
に
気
が
つ
か

ず
、
あ
る
い
は
、
気
が
つ
か
な
い
の
も
や
む
を
得
な
い
段
階
で
あ
る
（
第
一
段
階
（。
次
に
、
買
主
が
解
除
原
因
を
知
る
か
あ
る
い

は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
点
以
後
の
段
階
で
あ
る
（
第
二
段
階
（。
さ
ら
に
、
買
主
が
解
除
を
表
示
し
た
後
の
段
階
が
続
く
（
第

三
段
階（

（（
（

（。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
、
買
主
が
目
的
物
と
ど
の
よ
う
に
接
触
す
べ
き
か
、
反
面
で
、
ど
の
よ
う
な

接
触
を
す
る
こ
と
が
彼
の
帰
責
性
へ
と
反
映
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
一
段
階
で
は
、
買
主
は
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
受
け
取
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
瑕
疵
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
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身
の
物
と
し
て
そ
れ
を
扱
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
何
ら
の
問
題
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
的
物
が
破
壊

さ
れ
よ
う
と
、
損
傷
を
受
け
よ
う
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
買
主
の
責
任
を
問
う
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う（

（（
（

。
他
方
で
、
第
三
段
階
で

は
、
す
で
に
買
主
が
解
除
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
買
主
は
目
的
物
を
売
主
に
返
還
す
る
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
返

還
が
目
的
物
の
滅
失
ま
た
は
損
傷
で
不
能
と
な
る
こ
と
に
責
任
を
負
う
の
は
、
一
般
的
な
故
意
・
過
失
の
帰
責
性
に
よ
る
場
合
に
限

ら
れ
る
。
第
三
段
階
で
は
、
解
除
に
よ
っ
て
買
主
の
契
約
上
の
利
用
権
は
消
滅
す
る
が
、
そ
れ
で
も
、「
包
括
的
な
利
益
考
量
（
第

二
四
二
条
（
か
ら
」、
買
主
は
物
を
さ
ら
に
利
用
し
て
良
く
、
と
り
わ
け
、
相
手
方
が
解
除
権
を
否
認
し
、
対
価
を
任
意
に
返
還
し

な
い
と
き
で
あ
る
。
ま
た
、
売
主
は
利
用
損
耗
の
填
補
請
求
権
を
取
得
す
る
た
め
、
買
主
に
よ
る
物
の
さ
ら
な
る
利
用
は
売
主
の
利

益
に
も
な
る
と
い
う（

（（
（

。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
第
二
段
階
で
あ
る
。
こ
こ
で
ガ
イ
ア
ー
は
、
買
主
が
通
常
の
帰
責
性
を
払
わ
な
け
れ
ば
賠
償
責
任
を
負
担
す

る
こ
と
に
な
る
と
す
る
の
に
対
し
て（

（（
（

、
ハ
イ
ン
リ
ク
ス
は
、
自
身
の
事
務
に
通
常
払
う
注
意
で
足
り
る
と
す
る
。
ガ
イ
ア
ー
に
よ
れ

ば
、
買
主
が
解
除
原
因
を
知
っ
て
以
降
は
、
買
主
は
契
約
が
挫
折
し
て
、
目
的
物
を
売
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と

も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
な
注
意
義
務
を
負
担
し
、
故
意
・
過
失
に
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い（

（（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
第
二
段
階
で
は
、
い
ま
だ
契
約
関
係
が
継
続
し
て
い
る
以
上
は
、
そ
の
限
度
に
お
い

て
買
主
は
目
的
物
を
利
用
で
き
る
が
、
あ
く
ま
で
売
主
が
契
約
に
適
合
し
な
い
目
的
物
を
給
付
し
た
以
上
、
そ
の
危
険
を
負
担
す
べ

き
と
の
立
法
者
の
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
売
主
の
危
険
負
担
を
定
め
る
ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
四
六
条
第
三
項
第
一
文
第

三
号
に
よ
っ
て
、
買
主
が
自
身
の
事
務
に
通
常
払
う
注
意
義
務
を
払
う
限
り
に
お
い
て
売
主
が
危
険
を
負
担
す
べ
き
と
す
る
ル
ー
ル

が
通
用
す
る（

（（
（

。
つ
ま
り
、
第
二
段
階
で
は
、
買
主
の
帰
責
性
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
が
（
同
法
第
三
四
六
条

第
四
項
（、
こ
こ
に
解
除
前
の
目
的
物
の
偶
然
の
滅
失
・
損
傷
に
よ
っ
て
買
主
の
価
値
賠
償
義
務
の
排
除
を
認
め
る
優
遇
措
置
（
同
法

第
三
四
六
条
第
三
項
第
一
文
第
三
号
（
と
の
抵
触
が
生
じ
る
た
め
、
後
者
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
買
主
の
注
意
義
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務
の
軽
減
を
認
め
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る（

（（
（

。
し
か
し
、
解
除
権
を
知
り
つ
つ
、
他
人
で
あ
る
売
主
の
財
産
を
管
理
す
る
立
場
に
あ

る
買
主
が
、
一
般
的
な
他
人
の
財
産
管
理
の
注
意
義
務
を
免
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
と
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。
自
身
の
事
務
に

通
常
払
う
注
意
義
務
に
軽
減
さ
れ
た
価
値
賠
償
義
務
の
消
滅
は
、
買
主
が
最
終
的
に
目
的
物
を
保
持
し
て
良
い
状
況
に
合
わ
せ
た
規

定
で
あ
る
た
め
、
買
主
が
解
除
原
因
を
知
っ
た
後
で
は
、
む
し
ろ
買
主
の
一
般
的
な
注
意
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
よ
っ
て

調
整
さ
れ
る
と
も
い
う（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
第
二
段
階
で
買
主
が
負
う
べ
き
注
意
義
務
と
価
値
賠
償
義
務
を
免
れ
る
際
の
自
身
の
事
務
に
通
常
払
う

の
と
同
一
の
注
意
義
務
と
の
抵
触
・
調
整
問
題
の
解
決
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
、
す
で
に
第
一
段
階
で
も
、

常
に
価
値
賠
償
義
務
を
免
れ
る
前
提
と
し
て
買
主
に
は
自
身
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
払
う
注
意
義
務
が
求
め
ら
れ
る
以
上
（
同
法
第

三
四
六
条
第
三
項
第
一
文
第
三
号
（、
抵
触
・
調
整
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
こ
う
し
た
三
段
階
論
を

前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
四
六
条
第
四
項
自
体
が
同
条
第
一
項
が
定
め
る
原
状
回
復
義
務
の
違
反
に
基

づ
く
賠
償
義
務
を
定
め
る
以
上
、
そ
の
義
務
が
発
生
す
る
の
は
解
除
の
意
思
表
示
以
後
で
あ
る
た
め
、
第
三
段
階
で
の
議
論
が
整
合

す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

２　

我
が
国
で
の
段
階
論
の
試
み

　

以
上
の
巻
き
戻
し
関
係
の
三
段
階
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
解
釈
上
は
、
そ
の
詳
細
な
巻
き
戻
し
関
係
の
規
定
が
あ
る
た
め
大
き
な

問
題
を
孕
ん
で
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
有
力
な
見
解
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
解
除
法
は
、
改
正
以

前
に
も
増
し
て
ほ
と
ん
ど
そ
の
問
題
に
つ
い
て
規
律
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
き
わ
め
て
自
由
な
解
釈
が
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
い

る
。
以
下
で
は
、
三
段
階
論
を
敷
衍
し
て
、
五
段
階
論
を
試
み
て
み
よ
う
。
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（
１
（
第
一
段
階

（
ａ
）
第
一
︲
一
段
階

　

契
約
に
適
合
し
な
い
目
的
物
が
引
き
渡
さ
れ
る
場
合
、
買
主
が
一
見
し
て
契
約
の
不
適
合
に
気
が
つ
い
て
、
そ
の
履
行
と
し
て
の

認
容
を
拒
絶
す
る
場
合
に
は
、
買
主
へ
の
引
渡
し
が
な
い
た
め
、
そ
の
契
約
不
適
合
の
異
議
が
正
当
で
あ
る
以
上
、
危
険
は
買
主
に

移
転
し
得
な
い
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
多
く
の
場
合
に
は
、
目
的
物
が
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
た
後
に
、
目
的
物
が
検
査
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
契
約

不
適
合
が
明
ら
か
と
な
る
た
め
、
契
約
不
適
合
物
が
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
、
買
主
が
目
的
物
の
契
約
不

適
合
に
す
ぐ
に
気
が
つ
い
て
、
そ
の
認
容
を
拒
絶
し
て
商
品
の
取
替
え
等
を
求
め
る
な
ら
、
そ
の
状
況
は
、
引
渡
し
前
に
買
主
が
契

約
の
不
適
合
に
気
が
つ
い
て
そ
の
認
容
を
拒
絶
す
る
状
況
と
大
き
な
差
異
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
た
だ
、
契
約
に
適
合
し
な

い
商
品
が
買
主
の
手
元
に
あ
る
と
い
う
状
況
に
よ
っ
て
、
買
主
の
責
め
に
帰
す
べ
き
で
は
な
い
事
情
が
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
（
後
述
第
二
︲
一
段
階
参
照
（。

（
ｂ
）
第
一
︲
二
段
階

　

も
っ
と
も
、
商
法
第
五
二
六
条
が
す
で
に
想
定
す
る
と
お
り
、
た
と
え
買
主
が
検
査
し
て
も
、
す
ぐ
に
発
見
で
き
な
い
契
約
不
適

合
も
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
買
主
が
検
査
し
て
契
約
の
不
適
合
の
通
知
を
し
て
い
な
い
状
況
で
、
買
主
が
履
行
を
い
っ
た
ん

承
認
し
た
と
み
ら
れ
、
危
険
が
買
主
に
移
転
す
る
こ
と
を
承
認
で
き
る
基
礎
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
買
主
の
検
査
で
明
ら
か
に
な
ら

な
か
っ
た
契
約
不
適
合
が
存
在
し
、
そ
れ
が
後
に
明
ら
か
と
な
る
場
合
に
は
、
買
主
は
た
だ
ち
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

履
行
承
認
を
覆
し
て
、
自
身
の
契
約
不
適
合
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
引
渡
し
か
ら
契
約
の
不
適
合

に
気
が
つ
く
ま
で
の
段
階
と
、
契
約
の
不
適
合
に
気
が
つ
い
た
後
の
段
階
で
利
益
状
況
が
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
引
渡
し
か
ら
検
査
を
経
て
買
主
が
後
に
目
的
物
の
契
約
不
適
合
に
気
が
つ
く
ま
で
の
第
一
︲
二
段
階
で
は
、
商
事
売
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買
で
は
買
主
は
検
査
を
通
じ
て
契
約
の
不
適
合
を
発
見
し
な
か
っ
た
た
め
、
契
約
に
適
合
す
る
商
品
と
し
て
目
的
物
の
履
行
を
承
認

し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
民
事
売
買
で
は
、
買
主
が
瑕
疵
に
気
が
つ
か
な
い
ま
ま
履
行
と
し
て
受
領
し
て
お
り（

（（
（

、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
そ
の
間
、
買
主
は
ま
さ
に
自
身
の
物
と
し
て
当
該
商
品
を
扱
う
で
あ
ろ
う
し
、
扱
っ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
、
買
主

が
目
的
物
を
故
意
に
破
壊
し
、
あ
る
い
は
、
放
棄
し
た
と
し
て
も
、
自
己
の
物
の
処
置
と
し
て
そ
れ
自
体
に
何
ら
の
非
難
を
受
け
る

余
地
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
両
当
事
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
で
は
な
い
事
由
に
よ
る
目
的
物
の
滅
失
な
ど
と
い
う
概
念
は

介
在
し
得
な
い
。
目
的
物
は
、
買
主
の
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
は
、
い
っ
た
ん
買
主
の
危
険
に

帰
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
、
な
お
買
主
は
、
当
該
目
的
物
に
は
す
で
に
引
渡
し
前
に
契
約
不
適
合
が
あ
っ
た
こ
と
を

証
明
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
契
約
を
解
除
し
、
あ
る
い
は
、
代
物
給
付
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
滅
失
し
た
目
的
物

の
危
険
を
売
主
に
転
嫁
で
き
る
。

（
２
（
第
二
段
階

（
ａ
）
第
二
︲
一
段
階

　

と
こ
ろ
が
、
買
主
が
目
的
物
の
契
約
不
適
合
に
気
が
つ
い
た
後
の
第
二
段
階
で
は
、
状
況
は
大
き
く
様
変
わ
り
す
る
。
買
主
は
、

目
的
物
に
契
約
不
適
合
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
引
渡
し
後
す
ぐ
に
検
査
を
し
て
契
約
不
適
合
に
気
が
つ
い
た
買
主

と
同
じ
状
況
に
あ
る
。
こ
こ
で
買
主
は
、
当
該
目
的
物
を
な
お
保
持
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
を
売
主
に
返
還
す
る
の
か
の
選

択
権
を
持
つ
。
買
主
が
目
的
物
の
契
約
不
適
合
に
気
が
つ
い
て
、
な
お
目
的
物
を
保
持
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
目
的
物
を
売
主
に

返
還
す
る
の
か
、
こ
の
選
択
を
す
る
ま
で
の
段
階
で
は
、
買
主
は
不
適
合
の
状
況
を
十
分
に
検
査
・
確
認
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

買
主
が
こ
の
選
択
権
を
保
持
す
る
状
況
に
あ
る
以
上
、
買
主
は
な
お
自
身
の
危
険
に
お
い
て
目
的
物
を
自
身
の
物
と
し
て
利
用
す

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
売
主
に
返
還
す
る
可
能
性
を
含
む
以
上
、
他
人
の
物
と
し
て
当
該
目
的
物
を
扱
わ
ね
ば
な
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ら
な
い
側
面
も
あ
る（

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
買
主
は
、
売
主
へ
の
返
還
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
他
人
の
物
と
し
て
善
良
な
管
理
者
の
注
意

を
も
っ
て
目
的
物
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
目
的
物
を
利
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
利
用
に
際
し
て
生
じ
た
滅

失
・
損
傷
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か（

（（
（

。

（
ｂ
）
第
二
︲
二
段
階

　

次
の
段
階
は
、
目
的
物
が
契
約
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
買
主
が
、
目
的
物
を
保
持
す
る
か
そ
れ
と
も
売
主
に
返
却
す

る
か
の
決
定
を
下
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
す
る
ま
で
の
段
階
を
意
味
す
る
。
買
主
が
、
目
的
物
を
保
持
す
る
こ
と
を
選

択
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
買
主
が
目
的
物
の
不
適
合
を
知
り
つ
つ
履
行
と
し
て
認
容
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
当
該
物
は
な
お
買

主
の
物
と
し
て
買
主
が
自
由
に
処
分
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
物
の
危
険
は
買
主
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（（
（

。
こ
れ
に
対

し
て
、
買
主
が
、
代
物
給
付
ま
た
は
解
除
等
を
選
択
す
る
余
地
も
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
権
利
を
選
択
行
使
す
る
前
に
、
買
主
が
ま

ず
は
履
行
と
し
て
認
容
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
場
合
に
は
、
引
渡
し
前
に
契
約
不
適
合
物
を
認
容
拒
絶
す
る
の
と
同
様
に
、
買
主
は

危
険
を
売
主
に
転
嫁
で
き
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
買
主
は
い
ず
れ
の
権
利
を
行
使
す
る
に
せ
よ
、
目
的
物
を

売
主
に
返
却
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
物
を
利
用
す
べ
き
で
は
な
く
、
目
的
物
を
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を

も
っ
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
で
、
買
主
は
認
容
拒
絶
で
き
た
は
ず
の
目
的
物
に
つ
い
て
「
保
管
す
る
義
務
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
注

意
義
務
を
軽
減
す
べ
き
と
す
る
議
論
の
余
地
も
あ
ろ
う（

（（
（

。
し
か
し
、
他
人
に
返
還
す
べ
き
目
的
物
を
保
管
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
買

主
は
善
良
な
管
理
者
の
注
意
義
務
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
目
的
物
に
契
約
不
適
合
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
以
降
の

第
二
段
階
で
、
買
主
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
目
的
物
を
滅
失
さ
せ
た
場
合
に
は
、
買
主
は
も
は
や
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
（
改
正
第
五
四
八
条
（。
解
除
原
因
が
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
義
務
に
違
反
し
て
目
的
物
を
滅
失

さ
せ
た
買
主
は
、
そ
の
滅
失
リ
ス
ク
を
負
担
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
反
面
で
、
そ
の
注
意
を
払
う
限
り
、
買
主
は
契
約
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に
適
合
し
な
い
目
的
物
の
滅
失
の
危
険
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
３
（
第
三
段
階

　

買
主
が
契
約
の
不
適
合
に
基
づ
い
て
、
代
物
給
付
を
請
求
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
契
約
を
解
除
す
る
（
な
い
し
は
、
給
付
全
部
に

代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
（
第
三
段
階
で
は
、
買
主
は
契
約
に
適
合
し
な
い
目
的
物
を
売
主
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
た
め
、
目

的
物
を
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
四
〇
〇
条
（。
そ
れ
で
も
、
買
主
の
帰
責
性
な
く
目
的
物

が
滅
失
す
る
場
合
、
第
二
段
階
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
買
主
は
い
っ
た
ん
引
き
受
け
て
い
た
危
険
を
解
除
ま
た
は
代
物
給
付
の
意

思
表
示
に
よ
っ
て
売
主
に
転
嫁
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
契
約
不
適
合
物
の
返
還
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
契

約
不
適
合
物
の
価
値
賠
償
義
務
も
負
わ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
買
主
が
目
的
物
を
保
持
し
つ
つ
、
修
補
を
請
求
し
、
代
金
減
額
を
請
求
し
、
修
補
に
代
わ
る
損
害
賠
償
あ
る
い

は
価
値
減
価
分
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
当
該
目
的
物
は
買
主
が
自
身
の
物
と
し
て
保
持
す
る
以
上
、
そ
の
危
険
も
引

き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
目
的
物
が
不
可
抗
力
で
損
傷
・
滅
失
し
て
も
、
買
主
が
物
の
保
持
を
前
提
に
し

た
代
金
減
額
等
の
権
利
を
な
お
行
使
で
き
る
こ
と
に
影
響
は
な
い
。

五　

買
主
の
保
管
義
務
の
意
義

　

以
上
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
買
主
が
正
当
に
受
領
を
拒
絶
で
き
る
、
す
な
わ
ち
、
履
行
と
し
て
認
容
す
る
こ
と
を
拒
絶
で
き
る
場

合
、
買
主
は
求
め
ら
れ
る
注
意
を
払
う
限
り
、
そ
の
目
的
物
に
生
じ
得
る
滅
失
・
損
傷
の
危
険
を
負
担
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
際
、

そ
も
そ
も
買
主
が
認
容
を
拒
絶
で
き
る
契
約
不
適
合
物
が
引
き
渡
さ
れ
て
も
危
険
が
移
転
し
な
い
と
す
る
構
成
も
あ
り
得
よ
う（

（（
（

。
し
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か
し
、
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
給
付
し
た
以
上
、
そ
れ
に
基
づ
く
買
主
の
権
利
行
使
が
妨
げ
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
売
主
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
も
帰
結
し
な
い
。
買
主
が
価
値
賠
償
義
務
を
免
れ
る
さ
ら
な
る
根
拠
が
必
要

で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
根
拠
を
、
そ
も
そ
も
買
主
が
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
な
ら
、
引
渡
し
に
応
じ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
こ

と
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
改
正
第
五
六
七
条
第
一
項
は
第
二
項
と
対
照
的
に
、
契
約
に
適
合
し
た
目
的
物
の
引
渡
し
を
要
件
と

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
契
約
に
適
合
し
な
い
目
的
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
は
買
主
に
危
険
が
移
転
す
る
も
の
の
、
目
的

物
が
滅
失
・
損
傷
し
て
も
、
買
主
は
な
お
解
除
や
代
物
請
求
（
さ
ら
に
は
代
物
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
請
求
（
を
し
て
、
し
か
も
価

値
賠
償
義
務
を
負
わ
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
危
険
を
売
主
に
転
嫁
で
き
る
と
す
る
の
が
、
解
釈
論
上
整
合
的
な
解
釈
と
い
え
よ
う（

（（
（

。

も
ち
ろ
ん
、
買
主
が
売
主
に
危
険
を
転
嫁
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
て
必
要
な
注
意
を
払
っ
て
目
的
物
を
保
管
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
商
法
第
五
二
七
条
が
定
め
る
買
主
の
保
管
義
務
の
特
殊
性
は
、
買
主
が
解
除
を
し
ま
た
は
代
物
給
付

（
さ
ら
に
は
代
物
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
（
を
求
め
る
第
三
段
階
に
生
じ
る
原
状
回
復
義
務
と
し
て
の
目
的
物
返
還
義
務
を
一
時
的

に
排
除
す
る
意
義
を
持
つ
点
で
、
民
法
上
の
ル
ー
ル
と
し
て
の
契
約
不
適
合
物
の
返
還
義
務
を
修
正
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
買
主
が
目
的
物
が
契
約
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
が
、
い
ま
だ
具
体
的
な
権
利
を
行
使
し
て
い
な
い
第
二
段

階
で
も
、
買
主
が
履
行
と
し
て
認
容
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
、
そ
の
目
的
物
を
売
主
に
返
還
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
な
ら
、
や
は
り
、

買
主
は
返
還
す
る
権
利
を
行
使
す
る
ま
で
、
目
的
物
を
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、

ド
イ
ツ
法
が
い
う
「
異
議
を
述
べ
る
」
の
意
味
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
二
（
二
︲
二
（
段
階
で
は
、
も
と
も
と
買
主
は
売
主
に
返
還
す

べ
き
目
的
物
を
保
管
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
商
法
第
五
二
七
条
は
買
主
の
返
還
義
務
を
保
管
義
務
に
修
正
す
る
意
義
は

持
た
な
い
よ
う
に
も
映
る
。
そ
れ
で
も
、
買
主
が
履
行
と
し
て
認
容
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
以
降
は
、
買
主
自
身
の
物
と
し
て
保
持

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
買
主
が
こ
の
「
異
議
を
述
べ
る
＝
認
容
を
拒
絶
す
る
」
段
階
以
降
は
、
買
主
が
売
主
の
た
め
に
本
来
返
還
す

べ
き
目
的
物
を
保
管
す
る
義
務
が
基
準
と
な
る（

（（
（

。
そ
の
た
め
、
買
主
が
も
っ
ぱ
ら
売
主
の
た
め
に
返
還
す
べ
き
目
的
物
を
保
管
し
な



193

買主の正当な認容拒絶

け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
は
、
具
体
的
に
解
除
等
の
権
利
を
行
使
す
る
段
階
か
ら
は
じ
め
て
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

商
事
売
買
で
は
、
売
主
は
買
主
が
認
容
を
拒
絶
し
た
段
階
か
ら
す
で
に
そ
の
目
的
物
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
処
分
す
べ
き

で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
商
法
第
五
二
七
条
の
商
人
買
主
の
一
時
的
な
保
管
義
務
も
、
こ
の
「
異
議
を
述
べ
る
」
段
階
か
ら
生
じ
る
と

解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か（

（（
（

。

（
1
（　

目
的
物
を
支
配
す
る
買
主
が
危
険
を
負
担
す
べ
き
こ
と
と
し
つ
つ
、
滅
失
・
損
傷
に
対
応
す
る
範
囲
で
代
金
返
還
義
務
も
消
滅
す
る

と
す
る
の
は
、
本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
上
（」
判
タ
五
五
六
号
（
一
九
八
五
年
（
二
〇
頁
。
小
野
秀
誠
『
給
付
障

害
と
危
険
の
法
理
』（
信
山
社
・
一
九
九
六
年
（
一
七
九
頁
以
下
は
、
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
目
的
が
達
成
で
き

な
い
場
合
に
買
主
は
契
約
を
解
除
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
危
険
を
売
主
が
負
担
し
、
買
主
は
価
格
賠
償
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
契
約
目
的

が
達
成
で
き
る
場
合
に
は
買
主
の
解
除
は
制
限
さ
れ
、
引
き
渡
し
に
よ
っ
て
危
険
は
買
主
が
負
担
す
べ
き
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
買
主
に
滅
失
・
損
傷
に
対
応
す
る
価
値
賠
償
義
務
を
認
め
る
の
は
、
鳩
山
秀
夫
『
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
（
上
巻
（』（
岩
波
書

店
・
一
九
二
四
年
（
二
三
五
︲
二
三
六
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
〔
第
3
版
〕
債
権
各
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
一
年
（
九
八
︲

九
九
頁
等
。

（
2
（　

我
妻
榮
『
債
権
各
論
上
巻
（
民
法
講
義
Ⅴ
1
（』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
四
年
（
一
九
六
︲
一
九
七
頁
、
平
野
裕
之
『
民
法
総
合
5
契

約
法
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
七
年
（
二
〇
九
頁
等
。

（
3
（　

こ
の
仮
定
に
よ
っ
て
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
後
の
不
可
抗
力
滅
失
・
損
傷
の
危
険
を
売
主
が
負
担
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
の
は
、

野
中
貴
弘
「
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
─
─
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷
」
日
法
八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
（
七

二
頁
以
下
、
八
九
頁
以
下
。

（
4
（　

旧
商
法
第
五
五
〇
条　

買
主
ハ
其
拒
ミ
タ
ル
物
ノ
代
価
ヲ
既
ニ
支
払
ヒ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
其
物
カ
損
敗
シ
若
ク
ハ
価
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
可

キ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
売
主
ノ
計
算
ヲ
以
テ
之
ヲ
売
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
買
主
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
売
却
ニ
在
テ
ハ
第
三
九
二
条
ノ
規
定
ヲ

遵
守
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　

こ
の
よ
う
に
、
旧
商
法
第
五
五
〇
条
お
よ
び
そ
の
草
案
第
六
一
〇
条
は
買
主
が
目
的
物
を
売
主
の
計
算
で
売
却
で
き
る
旨
を
定
め
る
。
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こ
の
点
は
、
現
行
商
法
第
五
二
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
き
は
も
と
よ
り
、
一
連
の
対
応
す
る
ド
イ
ツ
の
立
法
で
も
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
の
テ
ー
マ
に
は
直
接
関
わ
り
が
な
い
た
め
、
参
照
と
検
討
を
割
愛
す
る
。

（
5
（　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
五
年
（
三
四
〇
頁

で
の
、
田
部
芳
起
草
委
員
の
第
二
三
七
条
の
起
草
趣
旨
の
説
明
を
参
照
。

（
6
（　H

erm
ann RO

ESLER, Entw
urf eines H

andelsgesetzbuches für Japan m
it Com

m
entar, Bd.2, T

okio, 1884, S.378ff.

（
7
（　RO

ESLER, a.a.O
., S.378f.

（
8
（　

ロ
ェ
ス
レ
ル
は
、
こ
こ
で
は
草
案
第
五
九
九
条
〔
旧
商
法
第
五
三
九
条
〕
を
参
照
さ
せ
る
。RO

ESLER, a.a.O
., S.379.

も
っ
と
も
、

売
主
が
、
受
領
遅
滞
は
別
に
し
て
、
引
渡
し
ま
で
最
高
度
の
注
意
を
払
わ
な
い
こ
と
で
物
が
滅
失
・
損
傷
す
る
場
合
に
売
主
が
責
任
を
負

う
こ
と
を
定
め
る
の
が
草
案
第
五
九
八
条
〔
旧
商
法
第
五
三
八
条
〕
で
あ
り
、
契
約
締
結
前
に
す
で
に
物
が
引
き
渡
さ
れ
て
い
た
場
合
に

も
そ
の
よ
う
な
売
主
の
責
任
を
定
め
る
の
が
草
案
第
五
九
九
条
〔
旧
商
法
第
五
三
九
条
〕
で
あ
る
。

（
9
（　RO

ESLER, a.a.O
., S.379.

（
10
（　RO

ESLER, a.a.O
., S.380.

（
11
（　

伊
藤
悌
治
校
閲
＝
坪
谷
善
四
郎
著
『
日
本
商
法
注
釈
・
下
巻
』（
博
文
館
・
一
八
九
〇
年
（
三
八
︲
三
九
頁
、
手
塚
太
郎
『
商
法
詳

解
・
下
巻
』（
宝
文
館
・
一
八
九
〇
年
（
四
一
頁
、
井
上
操
『
日
本
商
法
講
義
』（
大
阪
国
文
社
・
一
八
九
〇
年
（
一
八
九
頁
、
伊
良
子
晴

洲
『
日
本
商
法
問
答
正
解
』（
図
書
出
版
会
社
・
一
八
九
〇
年
（
四
七
三
︲
四
七
四
頁
、
浅
間
新
五
郎
＝
小
野
崎
吾
助
『
日
本
商
法
実

用
・
後
編
』（
長
島
書
房
・
一
八
九
〇
年
（
三
六
頁
。
こ
こ
で
は
、
ロ
エ
ス
レ
ル
自
身
は
明
言
し
な
い
も
の
の
、
物
に
生
じ
た
損
失
が
売

主
負
担
と
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

（
12
（　
『
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
』
前
出
注
（
5
（
三
四
〇
頁
。
こ
こ
で
は
、
旧
商
法
が
「
物
ノ
受
取
ヲ
拒
ム
ト
キ
ハ
」
と
し

て
い
た
の
を
「
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
」
と
し
て
、
後
に
見
る
一
連
の
ド
イ
ツ
の
商
法
立
法
と
同
様
の
文
言
へ
と
変
更
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
帝
国
司
法
庁
第
二
草
案
が
参
照
さ
れ
た
影
響
で
あ
ろ
う
か
。
帝
国
司
法
庁
第
二
草
案
が
日
本
商
法
の
立
法
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
北
居
功
『
契
約
履
行
の
動
態
理
論
Ⅱ
弁
済
受
領
論
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
三
年
（
三
一

六
頁
を
参
照
。

（
13
（　

志
田
鉀
太
郎
『
商
法
調
査
筆
記
』
第
四
巻
一
七
〇
七
頁
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
北
居
・
前
出
注
（
12
（
三
〇
五
頁
注
（
79
（
参
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照
。
明
治
三
二
年
商
法
第
二
八
九
条
の
理
由
書
〔
理
由
書
の
条
文
は
第
二
八
八
条
〕
も
同
旨
で
あ
る
。
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部

監
修
『
法
典
調
査
会
商
法
修
正
案
参
考
書
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
五
年
（
一
二
五
頁
。

（
14
（　
『
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
』
前
出
注
（
5
（
三
四
〇
頁
、
志
田
・
前
出
注
（
13
（
一
七
〇
七
︲
一
七
一
〇
頁
。

（
15
（　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
商
法
決
議
案
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
五
年
（
二
四
頁
。

（
16
（　
『
民
法
商
法
修
正
案
整
理
案
乙
・
自
明
治
二
十
八
年
九
月
至
同
三
十
一
年
五
月
』（
学
術
振
興
会
版
・
一
九
四
一
年
（
民
商
乙
ノ
一
三

九
表
。

（
17
（　

松
本
蒸
治
『
商
行
為
法
』（
中
央
大
学
・
一
九
二
四
年
（
一
一
九
頁
、
田
中
耕
太
郎
講
述
『
商
行
為
法
講
義
要
領
』（
一
九
三
三
年
（

六
九
頁
、
大
隅
健
一
郎
『
商
行
為
法
』（
青
林
書
院
新
社
・
一
九
六
二
年
（
七
〇
頁
、
西
原
寛
一
『
商
行
為
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
九

年
（
一
五
八
頁
、
神
崎
克
郎
『
商
行
為
法
Ⅰ
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
三
年
（
二
八
七
頁
、
石
井
照
久
＝
鴻
常
夫
『
商
行
為
法
（
商
法
Ⅴ
（』

（
勁
草
書
房
・
一
九
七
八
年
（
八
一
︲
八
二
頁
、
岩
崎
稜
「
商
事
売
買
」
法
セ
ミ
二
六
巻
七
号
（
一
九
八
二
年
（
一
一
五
頁
、
江
頭
憲
治

郎
『
商
取
引
法
・
第
6
版
』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
（
三
三
頁
。

（
18
（　

事
実
、
こ
の
買
主
の
保
管
義
務
は
、
買
主
が
解
除
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
売
主
が
契
約
に
適
合
す
る
物
品
を
追
完
給
付
す
る
場
合

に
も
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
神
崎
・
前
出
注
（
17
（
二
八
八
頁
。
ま
た
、
解
除
が
適
法
か
否
か
を
問
わ
ず
に
、
買

主
に
保
管
義
務
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
ま
た
、
保
管
義
務
を
広
く
認
め
よ
う
と
す
る
傾
向
を
示
す
と
い
え
よ
う
。
竹
田
省
『
商
行

為
法
』（
弘
文
堂
書
房
・
一
九
三
三
年
（
六
六
頁
。

（
19
（　

第
三
四
八
条
第
一
項
の
基
礎
と
な
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
商
法
典
草
案
第
二
六
五
条
も
、
文
言
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
理
由
書
は
、
他
か

ら
送
付
さ
れ
た
が
異
議
を
述
べ
た
商
品
の
一
時
的
な
保
管
義
務
が
商
慣
習
か
ら
導
か
れ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。Entw

urf eines 
H
andelsgesetzbuchs für die Preußische Staaten, N

ebst M
otiven, Berlin, 1857, 2.T

eil, M
otiven, S.142.

（
20
（　H
einrich T

H
Ö
L, D

as H
andelsrecht, Bd.1, 6.A

ufl., Leipzig, 1879, 

§277, S.920f.

同
旨
、Christian M

oritz A
dolpf 

GA
D
, H

andbuch des A
llgem

einen D
eutschen H

andelsrechts, 1.T
eil, Berlin, 1863, S.218; Carl GA

REIS, D
as D

eutsche 
H
andelsrecht, 4.A

ufl., Berlin, 1892, S.441.

（
21
（　T

H
Ö
L, a.a.O

., 

§277, S.920ff.

（
22
（　Gustav H

A
N
A
U
SEK

, D
ie H

aftung des V
erkäufers für die Beschaffenheit der W

aare nach röm
ischem

 und 
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gem

einem
 Recht m

it besonderer Berücksichtigung des H
andelsrechts, 2.A

btheil., 1.H
älfte, Berlin, 1884, 

§41, S.138ff.

（
23
（　H

A
N
A
U
SEK

, a.a.O
., 

§41, S.140ff.
（
24
（　T

H
Ö
L, a.a.O

., 

§277, S.920.

同
旨
、F

riedrich von H
A
H
N
, C

om
m

entar zum
 A

llgem
einen D

eutschen 
H
andelsgesetzbuch, Bd.2, 2.A

ufl., Braunschw
eig, 1875, S.322.

（
25
（　W

. A
U
ERBA

CH
, D

as N
eue H

andelsgesetz, 2.A
btheil., Frankfurt am

 M
ain, 1865, S.143ff.

（
26
（　W

ilhelm
 EN

D
EM

A
N
N
, D

as D
eutsche H

andelsrecht, 4.A
ufl., Leipzig, 1887, 

§138, S.506ff.

（
27
（　EN

D
EM

A
N
N
, a.a.O

., 

§138, S.505.

（
28
（　W

erner SCH
U
BERT

/ Burkhard SCH
M

IED
EL/ Christoph K

RA
M

PE (hrsg.), Q
uellen zum

 H
andelsgesetzbuch 

von 1897, Bd.2, Frankfurt am
 M

ain, 1987, S.207.

こ
の
草
案
理
由
書
は
、
そ
の
ま
ま
帝
国
議
会
の
商
法
典
お
よ
び
施
行
法
に
関
す

る
覚
書
と
し
て
、
現
行
ド
イ
ツ
商
法
典
の
理
由
書
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。Carl H

A
H
N
/ Benno M

U
GD

A
N
 (hrsg.), D

ie 
gesam

m
ten M

aterialien zu den Reichs-Justizgesetzen, Bd.6, Berlin, 1897, S.377.

（
29
（　H

erm
ann Staub/ M

itgliedern des Reichsgerichts (hrsg.)/ D
ieter BRÜ

GGEM
A
N
N
, Großkom

m
entar zum

 
H
andelsgesetzbuch, Bd.4, 4.A

ufl., Berlin, 1983, 

§379, Rdnr.13, S.137.

（
30
（　Barbara GRU

N
EW

A
LD

, M
ünchener K

om
m
nentar zum

 H
andelsgesetzbuch, Bd.6, M

ünchen, 2004, 

§379, Rdnr.4, 
S.79.

（
31
（　Ernst GESSLER/ W

olfgang H
EFERM

EH
L/ W

olfgang H
ILD

EBRA
N
D
T
/ Georg SCH

RÖ
D
ER, Schlegelberger 

K
om

m
entar zum

 H
GB., Bd.3, 4.A

ufl., Berlin/ Frankfurt am
 M

ain, 1965, 

§379, Rdnr.4, S.2119.

（
32
（　D

etlev JO
O
ST

/ Lutz ST
RO

H
N
 (hrsg.)/ Gerd M

Ü
LLER, H

andelsgesetzbuch, Bd.2, 2.A
ufl., M

ünchen, 2009, 

§379, 
Rdnr.10, S.437.

（
33
（　JO
O
ST

/ ST
RO

H
N
 (hrsg.)/ M

Ü
LLER, a.a.O

., 

§379, Rdnrn.6 u. 10, S.435 u. 437.

（
34
（　GRU

N
EW

A
LD

, a.a.O
., 

§379, Rdnr.9, S.81.

（
35
（　

こ
こ
で
い
う
「
履
行
と
し
て
の
認
容
」
と
は
、
給
付
対
象
を
主
要
な
点
で
履
行
対
象
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
（
ド

イ
ツ
民
法
典
第
三
六
三
条
参
照
（、
性
状
も
承
認
す
る
こ
と
で
完
全
な
履
行
と
し
て
認
め
る
意
味
で
は
な
い
。
従
来
、
性
状
承
認
と
区
別
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し
た
客
体
承
認
と
呼
ば
れ
る
概
念
で
あ
る
。
種
類
売
買
へ
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
余
地
を
認
め
る
に
際
し
て
、
判
例
が
瑕
疵
を
知
り
つ

つ
「
履
行
と
し
て
認
容
」
す
る
こ
と
に
言
及
す
る
場
合
（
最
判
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
五
日
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
八
五
二
頁
（、
そ
の

概
念
と
同
種
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
、
北
居
・
前
出
注
（
12
（
三
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
36
（　W

olfgang ERN
ST

, Sachm
ängelhaftung und Gefahrtragung, A

bgrenzungen und W
echselw

irkungen in der 
D
ynam

ik des V
ertragsvollzugs, in Festschrift für U

lrich H
uber zum

 siebzigsten Geburtstag, T
übingen, 2006, S.190; 

ders, D
ie Zurückw

eisung der W
are, in N

JW
., 1997, S.897.

（
37
（　ERN

ST
, Sachm

ängelhaftung und Gefahrtragung, a.a.O
., S.190, Fn.67.

（
38
（　

藤
田
寿
夫
「
債
権
法
改
正
案
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
と
債
務
不
履
行
」
法
時
八
七
巻
八
号
（
二
〇
一
五
年
（
九
七
︲
九
八
頁
。

（
39
（　

藤
田
寿
夫
『
表
示
責
任
と
契
約
法
理
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
九
四
年
（
九
二
頁
。
な
お
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵

が
あ
れ
ば
、
そ
の
瑕
疵
が
判
明
し
た
時
点
で
、
改
め
て
履
行
と
し
て
の
認
容
を
維
持
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
履
行
と
し
て
の
認
容
を
撤
回

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
拒
絶
し
た
の
と
同
じ
状
況
を
回
復
で
き
る
こ
と
に
な
る
（
同
九
三
頁
以
下
（。
こ
の
議
論
の
端
緒
と
な
っ
た
ド
イ

ツ
の
ク
レ
マ
ー
論
文
は
、
ア
メ
リ
カ
の
統
一
商
事
法
典
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
（
同
七
一
頁
（。

（
40
（　

従
前
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
三
五
一
条
が
我
が
国
の
改
正
前
第
五
四
八
条
第
一
項
と
同
様
に
、「
行
為
又
は
過
失
」
等
に
よ
る
目

的
物
の
滅
失
に
よ
る
解
除
制
限
を
定
め
、
ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
三
五
〇
条
が
我
が
国
の
改
正
前
第
五
四
八
条
第
二
項
と
同
様
に
、
不
可
抗

力
で
の
目
的
物
の
滅
失
後
の
解
除
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
債
務
法
の
現
代
化
法
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
四
六
条
第
一
項
は
解

除
に
よ
る
債
務
者
の
原
状
回
復
義
務
、
第
二
項
は
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
の
価
値
賠
償
義
務
を
定
め
つ
つ
、
第
三
項
は
価
値
賠
償
義
務
が

消
滅
す
る
場
合
を
定
め
、
そ
の
一
つ
に
法
定
解
除
権
者
が
自
身
の
事
務
に
通
常
払
う
注
意
を
払
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
が
彼
の

許
で
損
傷
ま
た
は
滅
失
す
る
場
合
を
挙
げ
て
い
る
（
同
条
三
項
第
一
文
第
三
号
（。
し
た
が
っ
て
、
法
定
解
除
で
の
目
的
物
の
不
可
抗
力

滅
失
の
危
険
は
売
主
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
議
論
の
詳
細
は
、
野
中
貴
弘
「
契
約
不
適
合
物
の
危
険
移
転
法
理
─
─
危
険
の
移

転
と
解
除
に
よ
る
そ
の
回
帰
」
日
法
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
（
一
八
八
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
41
（　

野
中
・
前
出
注
（
40
（
一
八
八
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
42
（　Reinhard GA

IER, D
as Rücktritts(folgen)recht nach dem

 Schuldrechtsm
odernisierungsgesetz, in W

M
., 2002, 

S.12; ders, M
ünchener K

om
m

entar zum
 BGB., Bd.2, 5.A

ufl., M
ünchen, 2007, 

§346, Rn.60, S.2198; H
elm

ut 
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H
EIN

RICH
S, Schadensersatzansprüche w

egen Pflichtverletzung gegen den nach 

§346 BGB zur Rückgew
ähr 

verpflichteten Schuldner, in Lieber A
m
icorum

 Eike Schm
idt, Zum

 65. Geburtstag am
 26. 11. 2004, H

eidelberg, 2005, 
S.175ff.

（
43
（　GA

IER, D
as Rücktritts(folgen)recht, a.a.O

., S.12; ders, M
ünchener K

om
m
entar, a.a.O

., 

§346, Rdnr.62, S.2199; 
H
EIN

RICH
S, a.a.O

., S.175; Peter H
U
BER/ Florian FA

U
ST

, Schuldrechtsm
odernisierung, Einführung in das neue 

Recht, M
ünchen, 2002, 

§10, Rdnrn.49f., S.255f.

（
44
（　H

EIN
RICH

S, a.a.O
., S.182.

も
っ
と
も
、
い
つ
ま
で
買
主
が
不
適
合
物
を
利
用
で
き
る
の
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
は
争
い
が
あ

る
。
そ
の
中
で
、
あ
る
べ
き
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
お
け
る
原
状
回
復
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
、
解
除
原
因
の
認
識
な
い
し
判
明

時
点
か
ら
買
主
の
保
存
義
務
の
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
想
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
点
ま
で
買
主
は
目
的
物
を
合
意
も
し

く
は
通
常
の
用
法
で
利
用
で
き
る
と
す
る
見
解
が
興
味
深
い
。M

ichael SO
N
N
EN

T
A
G, D

as Rückgew
ährschuldverhältnis, 

T
übingen, 2016, S.638ff.

（
45
（　Reinhard GA

IER, D
as Rücktritts(folgen)recht, a.a.O

., S.12; ders, M
ünchener K

om
m
entar, a.a.O

., 

§346, Rdnr.62, 
S.2199.

（
46
（　GA

IER, M
ünchener K

om
m
entar, a.a.O

., 

§346, Rdnr.61, S.2199; H
U
BER/ FA

U
ST

, a.a.O
, 

§10, Rdnrn.51f., S.256; 
M

artin SCH
W

A
B, Schuldrechtsm

odernisierung 2001/2002 - D
ie Rückabw

icklung von V
erträgen nach 

§§346ff. BGB 
n.F., in JuS., 2002, S.636.

（
47
（　H

EIN
RICH

S, a.a.O
., S.180f.; ders, Palandt BGB., 64.A

ufl., M
ünchen, 2005, 

§346, Rdnr.18, S.560; H
anns 

PRÜ
T
T
IN

G/ Gerhard W
EGEN

/ Gerd W
EIN

REICH
 (hrsg.)/ M

ichael ST
Ü
RN

ER, BGB K
om

m
entar, 10. A

ufl., K
öln, 

2015, 

§346, Rdnr.30, S.669.

（
48
（　H

einz Georg BA
M

BERGER/ H
erbert RO

T
H
 (hrsg.)/ H

elm
ut GRO

T
H
E, K

om
m
entar zum

 BGB., Bd.1, 1.A
ufl., 

M
ünchen, 2003, 

§346, Rdnr.37, S.1396.

（
49
（　GA

IER, M
ünchener K

om
m
entar, a.a.O

., 

§346, Rdnr.62, S.2199f.; H
einz Georg BA

M
BERGER/ H

erbert RO
T
H
 

(hrsg.)/ H
elm

ut GRO
T
H
E, K

om
m
entar zum

 BGB., Bd.1, 3.A
ufl., M

ünchen, 2012, 

§346, Rdnr.61, S.1755.

こ
の
批
判
に
明
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ら
か
な
と
お
り
、
グ
ロ
ー
テ
は
立
場
を
後
に
変
え
た
こ
と
に
な
る
。

（
50
（　H

U
BER/ FA

U
ST

, a.a.O
, 

§10, Rdnr.51, S.256.
（
51
（　Gerhard W

A
GN

ER, M
ortuus Redhibetur im

 neuen Schuldrecht? in Festschrift für U
lrich H

uber zum
 

siebzigsten Geburtstag, T
übingen, 2006, S.616f; D

agm
ar K

A
ISER, D

ie Rechtsfolgen des Rücktritts in der 
Schuldreform

, in JZ., 2001, S.1063; ders, Staudinger BGB., 2012, 

§346, Rdnr.281.

（
52
（　

商
事
売
買
で
買
主
が
検
査
を
し
て
瑕
疵
を
発
見
で
き
な
け
れ
ば
履
行
と
し
て
承
認
し
て
お
り
、
民
事
売
買
で
は
、
隠
れ
た
瑕
疵
に
気

が
つ
か
な
い
で
履
行
と
し
て
受
領
し
て
い
る
こ
と
が
対
応
す
る
。
北
居
・
前
出
注
（
12
（
二
八
六
頁
以
下
を
参
照
。
い
ず
れ
も
買
主
が
瑕

疵
に
気
が
つ
か
な
い
ま
ま
承
認
な
い
し
受
領
す
る
点
で
、
瑕
疵
に
気
が
つ
い
て
な
お
履
行
と
し
て
認
容
す
る
場
合
と
は
異
な
る
。

（
53
（　

共
有
者
の
一
人
が
共
有
物
を
利
用
す
る
際
の
注
意
義
務
に
似
通
う
こ
と
に
な
る
。
共
有
者
の
権
限
と
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
、
松
下

朋
弘
「
共
有
持
分
権
論
─
─
保
存
行
為
の
権
限
か
ら
の
再
検
討
」
慶
應
法
学
第
三
六
号
（
二
〇
一
六
年
（
四
六
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
54
（　

改
正
前
第
五
四
八
条
第
一
項
は
、
買
主
の
「
行
為
又
は
過
失
」
に
よ
っ
て
目
的
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
、
買
主
は
も
は
や
解
除
で
き

な
い
と
す
る
こ
と
で
、「
行
為
」
に
ま
で
買
主
の
責
任
領
域
を
拡
張
す
る
反
面
で
、
同
条
二
項
は
「
行
為
又
は
過
失
」
に
よ
ら
な
い
目
的

物
の
滅
失
の
場
合
に
買
主
が
解
除
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
、
本
来
、
売
主
が
目
的
物
の
偶
然
滅
失
の
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
を
定
め
て
い

た
。
し
か
し
、
目
的
物
を
支
配
す
る
者
が
危
険
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
の
テ
ー
ゼ
が
普
及
す
る
中
で
、
買
主
が
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
支

配
し
て
い
た
以
上
、
そ
の
危
険
も
負
担
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
、
一
方
で
、
改
正
前
第
五
四
八
条
第
二
項
の
縮
小
解
釈
を
導

き
、
他
方
で
、
解
除
し
た
後
の
価
値
賠
償
義
務
を
導
い
た
。

（
55
（　

し
か
し
、
買
主
が
修
補
を
請
求
し
て
も
売
主
が
そ
れ
に
応
じ
な
い
た
め
買
主
が
解
除
を
選
択
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
か
ら
認
容
拒
絶
と

な
る
。
そ
れ
で
も
、
特
定
物
売
買
の
目
的
物
が
契
約
不
適
合
で
は
あ
る
が
、
そ
の
契
約
不
適
合
が
軽
微
で
買
主
が
解
除
で
き
な
い
場
合
に

は
、
買
主
は
そ
の
受
領
を
拒
絶
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
履
行
と
し
て
認
容
し
て
、
代
金
減
額
ま
た
は
価
値
減
少
分
ま
た
は
修
補
に
代

わ
る
損
害
賠
償
し
か
請
求
で
き
な
い
。
そ
の
契
約
不
適
合
が
引
渡
時
点
で
明
ら
か
で
も
、
買
主
は
そ
の
引
渡
し
す
ら
拒
絶
で
き
ず
、
む
し

ろ
、
そ
の
引
渡
し
を
拒
絶
す
る
場
合
に
は
、
受
領
遅
滞
に
陥
る
と
の
議
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。Stephan LO

REN
Z, Recht des 

K
äufers zur Zurückw

eisung einer m
angelhaften Sache --- V

oraussetzungen und Grenzen, in N
JW

., 2013, S.1341ff.; 
Brigitta JU

D
, D

as Recht zur Zurückw
eisung im

 K
aufrecht, in JuS., 2004, S.841ff.
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（
56
（　

双
務
有
償
契
約
で
の
不
当
利
得
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
論
拠
で
の
注
意
義
務
の
軽
減
の
余
地
を
見
い
だ
し
得
る
と
す
る
の
は
、
磯
村

保
「
契
約
の
無
効
・
取
消
の
清
算
─
─
各
論
的
考
察
」
私
法
第
四
八
号
（
一
九
八
六
年
（
五
四
頁
。

（
57
（　

改
正
法
に
つ
い
て
、
種
類
売
買
で
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
に
不
適
合
が
あ
る
場
合
に
種
類
債
務
が
特
定
さ
れ
な
い
た
め
引
渡
し
が

あ
っ
て
も
危
険
が
移
転
し
な
い
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
山
本
敬
三
「
契
約
責
任
法
の
改
正
」
曹
時
六
八
巻
五
号
（
二
〇
一
六

年
（
一
二
五
九
︲
一
二
六
〇
頁
、
潮
見
佳
男
『
民
法
（
債
権
関
係
（
改
正
法
の
概
要
』（
き
ん
ざ
い
・
二
〇
一
七
年
（
二
七
〇
頁
。
し
か

し
、
こ
の
解
釈
で
は
契
約
に
適
合
し
な
い
特
定
物
の
引
渡
し
の
場
合
と
大
き
な
相
違
が
生
じ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
磯
村
保
「
売

買
契
約
法
の
改
正
」LA

W
 A

N
D
 PRA

CT
ICE

一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
（
八
七
頁
。
そ
れ
で
も
、
種
類
売
買
の
買
主
に
滅
失
し
た
目
的

物
の
価
値
賠
償
義
務
を
認
め
れ
ば
、
実
質
的
に
買
主
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
契
約
不
適
合
物
で
は
種
類
債
務
は

「
特
定
」
さ
れ
な
い
が
（
第
四
〇
一
条
第
二
項
参
照
（、
引
渡
し
後
に
主
張
さ
れ
る
引
渡
し
前
の
契
約
不
適
合
に
基
づ
く
修
補
・
代
金
減
額

な
い
し
返
還
債
務
は
当
該
物
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
引
渡
し
に
よ
っ
て
「
特
定
」
さ
れ
た
（
改
正
第
五
六
七
条
第
一
項
（
当

該
物
の
危
険
移
転
を
論
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
野
澤
正
充
「
売
買
─
─
瑕
疵
担
保
責
任
か
ら
契
約
不
適
合
責
任
へ
」
法
セ
ミ
七
三
九

号
（
二
〇
一
六
年
（
四
〇
頁
、
山
野
目
章
夫
『
新
し
い
債
権
法
を
読
み
と
く
』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
七
年
（
一
九
五
︲
一
九
六
頁
。

（
58
（　

ド
イ
ツ
法
で
い
わ
れ
る
危
険
の
「
跳
ね
戻
り
（Zurückspringen

（」
で
あ
る
。
野
中
・
前
出
注
（
40
（
一
八
八
三
頁
。

（
59
（　

買
主
が
目
的
物
に
契
約
の
不
適
合
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
代
金
支
払
を
拒
絶
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
解
除
等
の
権
利
を
選

択
し
て
抗
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
の
契
機
と
な
る
段
階
で
も
あ
る
。
従
来
の
通
説
は
、
請
負
契
約
に
お
い
て
注
文
者

が
修
補
請
求
か
あ
る
い
は
損
害
賠
償
を
選
択
で
き
た
た
め
、
そ
の
選
択
を
し
な
い
以
上
、
報
酬
支
払
を
拒
絶
で
き
な
い
と
し
て
い
た
。
我

妻
榮
『
債
権
各
論
中
巻
二
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
二
年
（
六
三
八
頁
、
幾
代
通
＝
広
中
俊
雄
〔
広
中
〕『
新
版
注
釈
民
法
（
16
（』（
有
斐

閣
・
一
九
八
九
年
（
一
三
三
頁
。

（
60
（　

買
主
が
異
議
を
述
べ
た
商
品
を
保
管
す
る
こ
と
は
、
そ
の
商
品
が
売
主
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に

つ
き
、Carl GA

REIS, D
as Stellen zur D

isposition nach m
odernem

 deutschem
 H

andelsrecht, W
ürzburg, 1870, S.141ff.


