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第
二
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る
撤
回
権
と
民
法
の
体
系
（
承
前
）

第
二
節

私
的
自
治
か
ら
み
た
撤
回
権

民
法
と
撤
回
権
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
問
題
を
い
く
つ
か
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
民
法
あ
る
い
は
民
法
典

の
全
体
的
構
想
と
撤
回
権
が
適
合
的
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
さ
ら
に
、
民
法
上
の
諸
制
度
の
目
的
あ
る
い
は
民
法

典
の
理
念
・
原
理
と
撤
回
権
の
目
的
の
関
係
い
か
ん
の
問
題
と
撤
回
権
が
採
用
し
て
い
る
法
技
術
が
民
法
典
に
お
い
て
受
容
可
能
な
も
の

な
の
か
の
問
題
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
民
法
・
民
法
典
に
お
け
る
撤
回
権
が
、
そ
の
既
存
の
民
法
体
系
の
中
で
ど
う
位

置
づ
け
ら
れ
、
理
解
さ
れ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

ま
ず
、
撤
回
権
の
目
的
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
解
を
見
て
お
き

63

た
い
。
こ
こ
で
は
本
稿
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
、
民
法
の
基
本

原
理
の
ひ
と
つ
で
あ
る
私
的
自
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
撤
回
権
は
、
私
的
自
治
の
原
則
に
対
す
る
異
質
な
例
外

な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
導
か
れ
る
制
度
の
ひ
と
つ
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
撤
回
権
規
定
を
含
む
消
費
者
保
護
法

規
が
、
民
法
に
対
す
る
特
別
私
法
（

64

S
o
n
d
erp

riv
a
trech

t
）
を
形
成
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
併
せ
て
こ

の
問
題
に
つ
い
て
も
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

一

撤
回
権
と
私
的
自
治
の
関
係

⑴

撤
回
権
を
私
的
自
治
の
異
物
と
し
て
捉
え
る
見
解

ま
ず
考
え
ら
れ
る
見
解
は
、撤
回
権
を
従
来
の
私
法
の
論
理
と
は
異
質
な
新
し
い
論
理
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

論 説
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こ
の
よ
う
な
見
解
に
拠
れ
ば
、
撤
回
権
の
付
与
は
、
消
費
者
と
い
う
特
殊
な
社
会
的
地
位
に
基
づ
く
消
費
者
へ
の
特
別
扱
い
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
（
こ
の
よ
う
な
見
解
を
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
消
費
者
法
説
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
し

65

よ
う
。）。
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
見
解
で

は
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
諸
施
策
は
、
消
費
者
法
と
い
う
民
法
か
ら
分
離
し
た
法
領
域
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
七
〇
年

代
を
中
心
に
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
で
は
こ
れ
を
新
た
に
主
張
す
る
有
力
な
論
者
は
あ
ま
り
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ

66

ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
見
解
は
、
そ
の
後
の
見
解
に
お
い
て
批
判
的
な
検
討
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
学
説
の
性
格
を
把
握
す
る
う
え
で
、
格
好

の
素
材
を
な
す
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
通
説
的
見
解
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
消
費
者
法
説
に
つ
い
て
や

や
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ａ

消
費
者
の
位
置
づ
け

消
費
者
法
説
は
、
消
費
者
の
特
殊
な
社
会
的
地
位
に
着
目
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
理
論
は
、
消
費
者
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ

67

う
か
。
ま
ず
、
通
常
の
市
場
経
済
で
は
、
そ
こ
で
取
引
さ
れ
る
商
品
の
価
値
は
、
い
わ
ゆ
る
交
換

価
値
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
プ
ロ
セ
ス
の
末
端
に
位
置
す
る
消
費
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
使
用

価
値
の
交
換
価
値
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
消
費
者
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
事
業
者
と
は
異
な
り
、

そ
の
交
換
価
値
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
商
品
そ
れ
自
体
の
使
用
価
値
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
流
通
プ
ロ
セ
ス
に
お
け

る
経
済
的
利
益
は
、
必
然
的
に
、
そ
れ
よ
り
前
の
段
階
の
交
換
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
。
こ
こ
に
事
業
者
と
消
費
者
の
利

益
は
、
必
然
的
に
衝
突
せ
ざ
る
を
得

68

な
い
。
ま
た
、
流
通
プ
ロ
セ
ス
の
末
端
に
お
い
て
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
消
費
者
は
、
事
業
者
と

は
異
な
り
市
場
に
お
け
る
力
を
行
使
し
た
り
、「
対
抗
す
る
力
」
を
行
使
す
る
た
め
に
結
集
し
た
り
す
る
こ
と
の
出
来
る
状
態
に
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
に
は
構
造
的
な
力
の
不
平
等
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
事
業
者
と
消
費
者
は
、
利
害
の
対
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立
す
る
階
級
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
よ
う
な
企
業
戦
略
に
よ
っ
て
、
消
費
者
は
、
自
己
の
選
好
に
つ
い
て
合
理
的

な
判
断
を
下
す
こ
と
の
で
き
る
状
態
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
市
場
経
済
モ
デ
ル
の
前
提
条
件
で
あ
る
「
消
費
者
主

権
」
は
、
実
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

69

な
る
。

こ
こ
で
、
特
に
問
題
な
の
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
を
通
じ
た
事
業
者
側
に
よ
る
消
費
者
の
選
好
の
操
作
で

70

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
契

約
自
由
の
原
則
か
ら
い
え
ば
、
消
費
者
側
が
実
質
的
に
契
約
締
結
を
拒
絶
す
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
契
約
内
容
に
具
体
的
に
関
わ
る
こ

と
が
な
く
と
も
そ
れ
程
の
問
題
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
衣
食
住
に
関
わ
る
契
約
の
場
合
に
は
、
消
費
者
と
事
業
者
全
体
と
の
関

係
で
い
え
ば
、
消
費
者
は
、
契
約
内
容
が
気
に
入
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
契
約
を
先
延
ば
し
に
し
た
り
、
そ
の
需
要
を
放
棄
し
た
り
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
私
的
自
治
・
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
前
提
が
働
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
衣
食
住
に
関
わ
ら
な

い
契
約
対
象
は
、
客
観
的
に
は
そ
の
需
要
を
先
延
ば
し
に
し
た
り
放
棄
し
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、

消
費
者
は
、
資
本
主
義
的
に
組
織
さ
れ
た
消
費
社
会
の
経
済
的
・
心
理
的
構
造
を
考
慮
す
る
と
、
実
質
上
契
約
締
結
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
広
告
な
ど
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
に
よ
っ
て
、
価
格
・
品
質
に
つ
い
て
の
意
識
が
押
し
の
け
ら
れ
、
個
人
の
需
要

選
好
の
自
律
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
別
に
な
く
て
も
よ
さ
そ
う
な
物
が
、
あ
た
か
も
不
可
欠
な
物

の
よ
う
に
暗
示
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
需
要
を
放
棄
す
る
場
合
に
は
、
相
応
の
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が

与
え
ら
れ
る
。
こ
の
集
団
圧
力
も
広
告
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
消
費
者
は
い
ず
れ
に
し
て
も
「
消
費
に
依
存
す

る
」
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
こ
と
に

71

な
る
。
そ
の
意
味
で
、
消
費
者
に
は
構
造
的
な
「
経
済
的
な
劣
位
と
社
会
的
未
経
験
」
が
存
在
す
る

こ
と
に

72

な
る
。
こ
こ
で
は
消
費
者
は
、
い
わ
ば
労
働
者
と
パ
ラ
レ
ル
に
把
握
さ
れ
、
消
費
者
は
ひ
と
つ
の
階
級
的
存
在
と
し
て
現
れ
る
こ

と
に

73

な
る
。
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ｂ

消
費
者
保
護
の
た
め
の
法
規
制

以
上
の
よ
う
な
、
現
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
消
費
者
が
置
か
れ
て
い
る
特
殊
な
状
況
は
、
消
費
者
へ
の
特
別
な
保
護
を
要
請
す
る
。

た
と
え
ば
、N

o
rb
ert R

eich

は
、
私
法
を
、
事
業
者
間
の
法
（
事
業
者
法
〔U

n
tern

eh
m
en
srech

t

〕）、
市
民
間
の
法
（
市
民
法

〔B
u
rg
errech

t
〕）
お
よ
び
消
費
者
と
事
業
者
の
間
の
法
（
消
費
者
法
）
に
区
別
す
る
。
事
業
者
法
お
よ
び
市
民
法
に
お
い
て
は
、
私
的
自

治
が
原
則
と
し
て
妥
当
す
る
の
に
対
し
て
、
消
費
者
法
で
は
全
く
異
な
る
。
消
費
者
法
に
お
い
て
は
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
力
の

格
差
を
相
対
化
さ
せ
る
た
め
に
、
私
的
自
治
の
原
則
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

74

あ
る
。
つ
ま
り
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
全

面
的
か
つ
構
造
的
な
格
差
を
背
景
に
、
主
に
私
的
自
治
の
理
念
の
枠
外
で
消
費
者
保
護
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

前
提
と
し
て
そ
の
濫
用
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
市
場
補
完
的
な
消
費
者
保
護
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
よ
り
強
調
さ

れ
る
の
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
ら
な
い
市
場
補
償
的
な
消
費
者
保
護
で

75

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
消
費
者
法
に
お
け
る
規
律
は
、
憲
法
上

の
社
会
国
家
原
理
に
基
づ
く
も
の
と
さ

76

れ
る
。R

eich

は
、
社
会
国
家
原
理
の
参
加
権
的
性
格
を
踏
ま
え
て
、
契
約
自
由
お
よ
び
私
的
自
治

の
社
会
国
家
的
な
参
加
的
側
面
を
導
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
原
理
的
な
力
の
格
差
が
存
在
す
る
場
合
に
は
常
に
、
民
事
法
の
基
本
的
構
想

は
異
な
る
価
値
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
相
対
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
割
賦
販
売
法
や
住
居
賃
貸
借
法
こ
そ

が
、
こ
の
社
会
国
家
原
理
に
基
づ
く
私
法
の
導
き
の
糸
と
な
る
。
こ
の
社
会
国
家
性
は
、「
契
約
自
由
と
の
対
立
に
お
い
て
、
お
よ
び
そ
の

実
質
的
完
成
に
お
い
て
」
実
現
さ

77

れ
る
。

ｃ

撤
回
権
の
理
解

撤
回
権
は
、R

eich

の
見
解
に
拠
れ
ば
、
市
場
補
完
的
な
施
策
の
う
ち
、
消
費
者
の
法
益
に
対
す
る
直
接
の
侵
害
に
関
わ
る
個
人
保
護
に

含
ま
れ
る
。
撤
回
権
は
、
締
結
し
た
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
再
考
し
、
ほ
か
の
契
約
と
比
較
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
、
消
費
者
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が
契
約
を
締
結
す
る
際
の
決
定
自
由
を
保
護
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
の
実
質
的
な
契
約
自
由
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で

78

あ
る
。
ま
た
、
消
費
者
法
説
が
、
七
〇
年
代
に
主
張
し
て
い
た
撤
回
権
の
導
入
提
案
は
、
実
は
八
〇
年
代
に
は
ほ
ぼ
実
現
さ
れ
て

79

い
る
。

し
か
し
、
消
費
者
法
説
に
お
け
る
撤
回
権
は
、
消
費
者
法
と
い
う
民
法
と
は
区
別
さ
れ
た
法
領
域
に
お
け
る
制
度
で
あ
り
、
従
来
の
制
度

と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
基
本
的
に
消
費
者
取
引
の
領
域
に
お
け
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
私
的
自
治
の
原
則

に
対
す
る
懐
疑
が
、
前
提
と
し
て
存
在
し
て

80

い
る
。
実
質
的
契
約
自
由
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
社
会
国
家
原
理
の
具
体
化
で

81

あ
り
、

私
的

自
治
を
機
能
さ
せ
、
表
意
者
が
自
己
責
任
の
下
で
行
為
す
る
基
礎
を
形
成
す
る

と
い
う
よ
り
は
、
劣
位
に
あ
る
消
費
者
の
侵
害
さ
れ
た

利
益
を
回
復
す
る
た
め
の
保
護
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に

82

な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
保
護
が
必
要
な
限
り
、
つ
ま
り

消
費
者
が
構
造
的
な
劣
位
に
あ
る
限
り（
そ
し
て
、
消
費
者
法
説
に
拠
れ
ば
、
消
費
者
は
常
に
事
業
者
に
対
し
て
劣
位
に
あ
る
の
だ
か
ら
、

実
際
上
は
消
費
者
契
約
一
般
に
つ
い
て
）
撤
回
権
の
導
入
を
阻
む
理
論
的
障
害
は
低
い
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
消
費
者
契
約
一

般
に
撤
回
権
を
拡
大
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
理
論
で
あ
る
と
い

83

え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
消
費
者
保
護
を
基
礎
づ
け
る
の
は
、
消
費
者

が
現
代
の
経
済
社
会
に
お
い
て
占
め
て
い
る
特
殊
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
消
費
者
法
説
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
特
別
私
法
と
し
て

の
消
費
者
法
を
観
念
し
、
形
式
的
私
的
自
治
の
原
則
に
代
わ
っ
て
新
た
な
原
理
を
原
則
と
し
、
そ
の
中
で
撤
回
権
を
捉
え
る
も
の
と
い
え

る
。消

費
者
法
説
の
功
績
は
、
従
来
の
私
法
理
論
が
そ
の
形
式
性
ゆ
え
に
軽
視
し
て
い
た
実
質
的
な
契
約
自
由
の
重
要
性
を
浮
き
彫
り
に
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

消
費
者
は
た
と
え
十
分
に
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
て
も
適
切
に
判
断
を
下
せ
な
い
場
合
が
あ
る

と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
、
い
わ
ゆ
る
情
報
提
供
モ
デ
ル
を
批
判
し
た
点
は
、
や
や
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
嫌
い
は
あ
る
が
、
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
見
解
は
、
そ
の
前
提
が
ド
イ
ツ
の
従
来
の
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
適
合
的
で
は
な
い
た
め
、
多
く
の
論
者
か
ら
批
判
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
消
費
者
契
約
に
お
い
て
実
質
的
契
約
自
由
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
は
、
実
質
的
に
は
（
批
判
的
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に
せ
よ
）
現
在
の
主
流
の
学
説
に
も
受
け
継
が
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑵

立
法
者
の
見
解
｜

立
法
の
場
に
お
け
る
修
正
さ
れ
た
「
契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
論

で
は
、
立
法
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
訪
問
販
売
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、「
法
定
撤
回
権
の
導
入
は
、
訪
問
販
売
お
よ
び
類
似
の
法
律
行
為
に
お
い
て
、
民

法
上
の
前
提
た
る
顧
客
の
決
定
自
由
を
事
後
的
熟
慮
期
間
に
よ
り
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で

84

き
る
。」
と
し
て
、撤
回
権
の
導
入
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
る
法
益
が
、
消
費
者
の
決
定
自
由
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
事
業
者
の
行
為
自
由
（
ド
イ
ツ
連
邦
共

和
国
基
本
法
〔
Ｇ
Ｇ
〕
二
条
一
項
）
が
制
限
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
立
法
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、「
顧
客
の
保
護
さ

れ
る
利
益
お
よ
び
契
約
法
を
支
配
す
る
信
義
誠
実
の
要
請
に
よ
れ
ば
、
訪
問
販
売
の
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
の
契
約
相
手
の
経
済
的
行
為

自
由
を
顧
客
の
行
為
自
由
に
資
す
る
よ
う
に
制
限
す
る
こ
と
は
、〔
む
し
ろ
〕
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

顧
客
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
行
う
場
合
、
通
常
、
自
ら
の
決
定
に
つ
い
て
十
分
か
つ
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
熟
慮
す
る
機
会
を
有
し

て
い
な
い
か
ら
で

85

あ
る
。」
と
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
実
質
的
な
契
約
自
由
の
保
護
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
り
、
そ
の

説
明
は
、
民
法
の
原
理
と
の
親
和
性
を
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
消
費
者
信
用
法
の
立
法
時
に
は
、
消
費
者
に
撤
回
権
を
与
え
る
趣
旨
は
、

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
期
間
付
与
に
よ
り
消
費
者
が
契
約
条
項
を
仔
細
に
検
討
し
、
比
較
対
象
と
な
る
申
込
や
助

言
を
入
手
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
決
定
を
徹
底
的
に
且
つ
落
ち
着
い
て
再
考
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
点
に
あ

86

る
、
と
。
こ
れ
も
、

訪
問
販
売
法
制
定
時
に
お
け
る
説
明
と
同
じ
趣
旨
の
も
の
と
理
解
で
き
る
。

問
題
は
、
立
法
者
が
そ
の
背
景
に
有
し
て
い
た
理
論
的
基
礎
で
あ
る
。
立
法
者
自
身
は
自
ら
の
態
度
を
明
確
に
は
し
て
い
な
い
が
、
こ

れ
ら
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
約
款
規
制
法
（
Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
、
一
九
七
六
年
）
の
立
法

87

過
程
か
ら
推
察
す
る
と
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
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あ
っ
た
ろ
う：

民
法
典
の
基
本
的
考
え
に
よ
れ
ば
、
契
約
自
由
を
正
当
化
す
る
の
は
、
当
事
者
双
方
の
利
益
の
適
切
な
調
整
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
機
能
は
、
自
由
か
つ
自
己
決
定
の
能
力
を
持
っ
た
当
事
者
間
の
自
由
な
契
約
交
渉
に
よ
っ
て
契
約
正
義
を
も
た
ら
す
点
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
自
由
へ
の
一
定
の
規
制
も
、
契
約
法
の
害
さ
れ
た
機
能
を
回
復
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、S

ch
m
id
t-R

im
p
ler

の
い
わ
ゆ
る
契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
論
を
受
け
た
も
の
で

88

あ
る
。
た
だ
、Ju

ta L
im
b
a
ch

の
指

摘
す
る
と
こ
ろ
に
拠
れ
ば
、
こ
の
理
論
は
、
契
約
自
由
と
契
約
正
義
の
止
揚
と
い
う
よ
り
は
、
契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
機
能
不
全
が
あ
る
場

合
に
、
契
約
へ
の
国
家
的
介
入
を
正
当
化
す
る
機
能
が
、
も
っ
ぱ
ら
作
用
し
て
い
る
の
で

89

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
各
撤
回
類
型
に
お
い
て
は
、

消
費
者
に
と
っ
て
十
分
な
自
己
決
定
を
行
う
た
め
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
機
能
不
全
が
み

ら
れ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
撤
回
権
（
及
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
に
付
随
す
る
情
報
提
供
）
に
よ
っ
て

消
費
者
の
自
己
責
任

に
基
づ
く
決
定

の
た
め
の
前
提
条
件
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で

90

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
介
入
の
正
当
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
撤
回
権
や
約
款

の
内
容

91

規
制
の
よ
う
な
（
か
つ
て
の
）
特
別
法
上
の
介
入
領
域
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
民
法
の
意
思
表
示
法
上
の
制
度
で
あ
る
錯

誤
や
詐
欺
、
強
迫
も
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

92

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
撤
回
権
は
、
従
来
の
民
法
上
の
諸

制
度
と
の
理
論
的
連
続
性
が
、
当
初
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

⑶

通
説
的
理
解

学
説
に
お
い
て
も
、
撤
回
権
は
私
的
自
治
を
十
全
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
制
度
と
し
て
、
民
法
上
の
他
の
制
度
と
連
続
的
に
理
解
さ
れ
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て

93

い
る
。
そ
の
際
の
最
も
一
般
的
な
説
明
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
も
の
と
思
わ

94

れ
る：

確
か
に
、
撤
回
権
は
、
一
度
な
さ
れ
た
意
思
表
示
の
解
消
を
認
め
る
点
で
契
約
的
拘
束
（,,p

a
cta su

n
t serv

a
n
d
a
“

）
あ
る
い
は
契

約
自
由
の
原
則
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
し
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
と
は
一
定
の
緊
張
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
契
約
自
由
あ
る
い
は

契
約
的
拘
束
の
原
則
は
、
無
制
限
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
契
約
自
由
は
、
憲
法
適
合
的
な
秩
序

に
服
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
秩
序
は
、
あ
る
者
の
自
己
決
定
が
相
手
方
に
と
っ
て
の
無
制
限
の
他
者
決
定
（F

rem
d
b
estim

u
n
g

）
と
な

ら
な
い
よ
う
に
社
会
的
・
経
済
的
不
均
衡
を
取
り
除
く
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
契
約
自
由
の
モ
デ
ル
の
内
在
的
前
提
は
、
両
当
事

者
の
交
渉
力
が
お
お
よ
そ
均
衡
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
契
約
自
由
と
契
約
正
義
の
機
能
的
関
連
が
存
在
す
る
こ

と
に

95

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
的
自
治
の
特
徴
と
し
て
の
契
約
自
由
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
常
に
交
渉
力
の
均
衡
が
、
し
た
が
っ
て
契

約
正
義
が
前
提
と
な
る
。
契
約
均
衡
に
重
大
か
つ
構
造
的
な
障
害
が
あ
る
た
め
に
、
現
実
的
に
自
由
な
自
己
決
定
の
条
件
、
つ
ま
り
当

事
者
間
の
実
際
の
機
会
の
平
等
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
、
強
者
の
権
利
の
み
が
貫
徹
さ
れ
、
契
約
自
由
が
経
済
的
力
に
よ
っ
て
他
者

決
定
の
た
め
の
道
具
に
変
質
し
て
し
ま
う
危
険
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
立
法
お
よ
び
判
例
は
、
基
本
法
の
客
観
的
価
値
秩
序
に
し
た

が
っ
て
、
契
約
均
衡
が
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
契
約
正
義
を
十
分
に
確
保
す
べ
き
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
連
邦
憲

法
裁
判
所（B

V
erfG

）は
、
一
方
に
過
度
に
負
担
と
な
り
、
構
造
的
に
不
平
等
な
交
渉
力
の
結
果
で
あ
る
契
約
へ
の
内
容
規
制
を
行
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
的
自
治
の
実
質
的
理
解
の
現
れ
で

96

あ
る
。
ま
た
、
立
法
者
は
、
特
定
の
要
件
の
下
で

契
約
の
拘
束
力
の
解
消
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
制
度
、
つ
ま
り
私
人
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
危
険
を
真
の
契
約
自
由

の
実
現
の
た
め
に
排
除
し
よ
う
と
試
み
る
制
度
の
ひ
と
つ
が
、
｜

Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
、
二
四
二
条
に
基
づ
く
契
約
の
内
容

規
制
と
並
ぶ
も
の
と
し
て
の
｜

撤
回
権
で

97

あ
る
。
撤
回
権
は
、
事
前
的
に
害
さ
れ
て
い
た
契
約
均
衡
を
調
整
し
、
契
約
自
由
を
回
復
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す
る
手
段
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
撤
回
権
と
は
、
実
質
的
契
約
自
由
の
意
味
に
お
け
る
私
的
自
治
の
機
能
能
力
を
改
善
し
、
あ
る
い
は
こ

れ
を
一
か
ら
確
立
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
制
度
な
の
で

98

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
自
由
の
回
復
あ
る
い
は
改
善
と
い
う
法
定
撤
回
権
の

機
能
に
鑑
み
て
、
契
約
均
衡
の
障
害
に
よ
っ
て
契
約
自
由
が
定
型
的
に
契
約
当
事
者
の
一
方
に
は
保
障
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
場
合
に

お
け
る
当
事
者
の
要
保
護
性
が
特
に
正
当
化
さ
れ
る
限
り
で
、
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
た
と
え
ば
、
後
に
採
り
上
げ
るR

ein
er

は
、
撤
回
権
は
消
費
者
保
護
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
上
の
要
請
で

あ
る
私
的
自
治
お
よ
び
契
約
自
由（
Ｇ
Ｇ
二
条
一
項
お
よ
び
一
二
条
一
項
）の
保
護
に
そ
の
目
的
が
あ
る
、
と
す
る：

「
撤
回
権
の
任
務
は
、

む
し
ろ
消
費
者
を
特
定
の
、
消
費
者
に
と
っ
て
不
利
な
状
況
に
お
い
て
自
ら
の
法
的
自
由
を
事
実
上
事
業
者
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
と
同

様
の
程
度
ま
で
に
行
使
し
う
る
状
態
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
『
実
質
的
』
契
約
自
由
の

99

保
護
）。」
ま
た
、C

a
ro
lin
e
 
M
eller-

H
a
n
n
ich

は
、
撤
回
権
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
既
に
存
在
し
て
い
る
規
律
や
判
例
・
学
説
に
よ
る
そ
の
継
続
展
開
と
同
様
の
目
的
に
奉
仕
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
本
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
診
断
す
る
。C

la
u
s-W

ilh
elm

 
C
a
n
a
ris

も
、
撤
回
権
を
消
費
者
に
付
与

す
る
こ
と
は
、
決
定
自
由
の
保
護
の
た
め
に
私
的
自
治
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
原
則
的
に
問
題
は
な
く
、「
法
倫
理
的
に
見
て
原
理
的

に
ま
っ
た
く
正
当
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
ほ
か
の
点
で
も
、
自
由
主
義
的
な
法
思
想
に
も
完
全
に
合
致
し
う
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
民
法
総
則
の
代
表
的
な
体
系
書
に
お
い
てK

a
rl L

a
ren

z /M
a
n
fred W

o
lf

は
、「
撤
回

権
が
撤
回
期
間
の
間
に
契
約
締
結
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
直
し
且
つ
契
約
を
解
消
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
害
さ
れ

た
交
渉
不
均
衡
は
消
費
者
に
有
利
に
回
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
理
論
的
に
も
撤
回
権
は
私
的
自
治
の
前
提
を

回
復
す
る
制
度
で
あ
る
と
理
解
し
、
私
的
自
治
を
実
現
す
る
た
め
の
制
度
と
捉
え
る
見
解
が
、
ド
イ
ツ
で
は
一
般
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
点
で
は
、
錯
誤
や
詐
欺
・
強
迫
等
と
相
違
が
な
く
、
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
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二

「
消
費
者
法
と
民
法
・
民
法
典
」
に
お
け
る
撤
回
権

⑴

撤
回
権
規
定
の
民
法
典
へ
の
統
合

撤
回
権
と
民
法
原
理
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
二
年
に
な
さ
れ
た
撤
回
権
規
定
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の

統
合
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
撤
回
権
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
通
信
販
売
法
に
よ
っ
て
現
在
の
三
五
五
条
に
相
当
す
る

旧
三
六
一
条
ａ
が
創
設
さ
れ
、
消
費
者
保
護
撤
回
権
の
概
念
が
民
法
典
に
登
場
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
「
消
費
者
／
事
業
者
」

の
概
念
が
民
法
典
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
法
に
よ
っ
て
訪
問
販
売
法
な
ど
の
個
別

規
定
の
殆
ど
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
統
合
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
消
費
者
保
護
法
規
を
民
法
典
の
中
に
統
合
す
る
こ
と
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
賛

否
両
論
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

撤
回
権
と
民
法
上
の
原
理
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
課
題
の
限
度
で
、
そ
こ
で
の
議
論
を

振
り
返
る
こ
と
に
し
た
い
。

ａ

Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の
消
費
者
概
念
の
導
入

ま
ず
、
二
〇
〇
〇
年
に
な
さ
れ
た
消
費
者
概
念
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の
導
入
を
採
り
上
げ
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
献
も
多
く
、

そ
の
全
貌
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
反
面
、
既
に
我
が
国
で
も
多
く
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
代

表
的
な
も
の
を
恣
意
的
に
採
り
上
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

aa

ま
ず
、W
ern

er F
lu
m
e

は
、
こ
の
改
正
に
批
判
的
な
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
点
が
不

満
だ
っ
た
の
か
を
、
彼
の
論
述
に
沿
っ
て
、
や
や
詳
し
く
見
よ
う
。
ま
ず
、F

lu
m
e

が
指
摘
す
る
の
は
、
規
定
の
位
置
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
消
費
者
と
事
業
者
の
定
義
規
定
を
「
自
然
人
」
の
章
に
置
い
て
い
る
が
、
事
業
者
に
関
し
て
は
法
人
も
関
係
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
筋
が
通
っ
て
い
な
い
。
次
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
条
は
、「
自
ら
の
」営
業
上
ま
た
は
独
立
し
た
職
業
上
の
活
動
と
い
っ
て
い
る
が
、
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そ
う
で
あ
れ
ば
何
ら
か
の
営
業
上
ま
た
は
独
立
し
た
職
業
上
の
活
動
を
行
う
場
合
に
も
、
そ
の
者
は
消
費
者
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
逆
に
、
営
業
上
ま
た
は
独
立
し
た
職
業
上
の
活
動
目
的
を
持
た
ず
に
法
律
行
為
を
行
う
人
的
会
社（P

erso
n
en
g
esellsch

a
ft

）も
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
条
の
定
義
と
は
異
な
り
、「
消
費
者
」と
な
る
場
合
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
一
三
条
の
定
義
は
、
そ
の
文
言
上
、
ま
っ

た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
目
的
以
外
で
行
為
す
る
者
は
、
み
な
消
費
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
事
業
者
で
は
な
い
売
主
（p

riv
a
te V

erk
a
u
fer

）、
贈
与
者
・
受
贈
者
、
事
業
者
で
は
な
い
賃
貸
人
（p

riv
a
te V

erm
ieter

）
ま
で

も
消
費
者
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
一
四
条
の
「
事
業
者
」
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
三
一
条
以
下
（＝

請
負
の

規
定
）
に
非
事
業
者
（P

riv
a
ten

）
に
も
適
用
さ
れ
るU
n
tern

eh
m
er

（
請
負
人
）
と
い
う
概
念
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

次
に
、
権
利
能
力
の
あ
る
人
的
会
社
と
い
う
概
念
も
十
分
な
定
義
が
な
い
、
等
。
最
後
に
、F

lu
m
e

は
、
二
〇
〇
〇
年
改
正
を
総
括
し
て
、

次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
通
信
販
売
法
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
あ
り
、
そ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
ひ
と
つ
の
文
化
的
記
念
碑

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
改
正
さ
れ
る
際
に
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
尊
重
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
通
信
販
売

法
の
改
正
に
携
わ
っ
た
者
達
に
は
、
そ
の
よ
う
な
尊
重
が
欠
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
立
法
を
指
示
し
た
Ｅ
Ｕ
指

令
の
起
草
者
の
責
任
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
適
合
的
な
立
法
が
出
来
な
い
ド
イ
ツ
の
連
邦
司
法
省
の
責
任
で
あ
る
。

bb
 F

lu
m
e

の
見
解
は
、
特
に
「
消
費
者
／
事
業
者
」
概
念
の
配
置
（
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
応
し
た
理
論
上
の
位
置
づ
け
）
に
つ
い
て
、

我
々
に
再
考
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
批
判
の
中
心
は
、
右
に
見
た
と
お
り
、
立
法
技
術
の
稚
拙
さ
と
そ
こ
か
ら

透
け
て
見
え
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の
尊
重
の
欠
如
に
対
す
る
苛
立
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
消
費
者
」概
念
の
導
入
に
消
極
的
立
場
を
示
す

見
解
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、H

erb
ert R

o
th

は
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
消
費
者
」
概
念
が
消
費
者
の
要
保
護
性
の

徴
表
と
し
て
適
し
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の
統
合
に
よ
っ
て
そ
の
弱
点
が
覆
い
隠
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、

と
苦
言
を
呈
す
る
。
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D
ieter M

ed
icu
s

も
ま
た
微
妙
で
あ
る
。
ま
ず
、
消
費
者
法
と
民
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
消
費
者
／
事
業
者
概
念
は
、
人

的
特
質
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
法
律
行
為
を
な
す
際
の
役
割
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
消
費
者
法
は
特
別
私
法

と
し
て
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
消
費
者
法
典
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
民
法
典
の
適
用
も
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
た
め
、
消
費
者
取
引
に
つ
い
て
断
片
的
法
典
が
二
つ
出
来
上
が
る
こ
と
に
な
り
、
妥
当
で
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
法
が

異
物
で
あ
る
と
し
て
も
、
い
ま
や
我
々
の
法
秩
序
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
法
を
統
一
し
た
も
の
と
し
て
み
る
以
上
、

規
定
の
位
置
の
変
更
が
、
体
系
の
変
化
を
意
味
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
国
内
の
立
法
者
と
並
ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者
が
存
在
す

る
以
上
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
「
古
典
的
」
私
法
と
は
別
の
諸
規
範
が
こ
れ
と
並
ん
で
存
在
す
る
こ
と
は
、
甘
受
さ
れ
る
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
統
合
以
前
に
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
た：

そ
も
そ
も
従
来
の
消
費
者
概
念
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
債
権
各
則
に
消
費
者
の
た
め
の
特

別
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
は
な
い
上
に
、
普
通
取
引
約
款
で
あ
る
と
か
信
用
と
い
っ
た
概
念
も

Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
は
本
来
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
消
費
者
保
護
法
規
に
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
中
に
入
れ
る
に
は
適
さ
な
い
規
定
も
存
在
す
る
（
Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ

一
二
条
〜
二
一
条
、
訪
問
販
売
法
七
条
｜

手
続
き
に
関
す
る
規
定
）。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
法
技
術
的
に
は
こ
れ
ら
は
特
別
法
の

ま
ま
に
し
て
お
く
方
が
良
い
、
と
。
も
っ
と
も
、M

ed
icu
s

は
、
最
終
的
に
は
、「
確
か
に
、
債
務
法
現
代
化
法
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
そ

れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
の
法
典
の
思
想
に
再
び
よ
り
よ
く
適
合
し
」
て
い
る
と
評
価
し

て
い
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
の
は
、
い
ず
れ
の
見
解
も
、
保
護
を
必
要
と
す
る
状
況
を
記
述
す
る
概
念
と
し
て
「
消
費
者
」
概
念
が

適
切
な
の
か
を
問
う
て
い
て
も
、
保
護
そ
の
も
の
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
消
費
者
保

護
法
規
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
民
法
学
に
お
け
る
営
み
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

cc

こ
れ
に
対
し
て
、H

a
n
s-W

.
M
ick

litz

は
、
こ
の
改
正
を
、
一
種
の
革
命
で
あ
り
、「
立
法
者
の
署
名
ひ
と
つ
で
図
書
館
全
体
が
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紙
く
ず
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
を
実
証
し
て
い
る
、
と
評
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
「
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
を
再
び

そ
の
支
配
的
地
位
に
据
え
た
が
、
そ
れ
は
従
来
と
は
異
な
る
構
図
（V

o
rzeich

en

）
に
よ
っ
て
い
る
。
も
は
や
、
私
的
自
治
と
形
式
的
自

由
倫
理
（F

reih
eiteth

ik

）
が
唯
り
決
定
的
な
の
で
は
な
い
。
社
会
的
正
義
（S

o
zia
le G

erech
tig
k
eit

）
が
、
私
的
自
治
の
観
念
の
中

に
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。〔
…
〕消
費
者
概
念
お
よ
び
消
費
者
契
約
法
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の
受
容
は
、
民
法
全
体
に
つ
い
て
の
あ
り
得
る
内
容

的
な
方
向
転
換（U

m
o
rien

tieru
n
g

）へ
の
第
一
歩
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。」と
。
こ
のM

ick
litz

の
評
価
に
対
し
て
、D

ieter R
eu
ter

は
、「
こ
れ
は
進
化
で
あ
っ
て
、
革
命
で
は
な
い
。（E

s ist E
v
o
lu
tio
n
,
n
ich
t R

ev
o
lu
tio
n
.

）」
と
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
撤
回
権

で
あ
る
と
か
内
容
規
制
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
交
渉
状
況
や
契
約
対
象
の
性
質
の
特
殊
性
か
ら
生
じ
る
力
の
不
均
衡

に
対
応
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
、
そ
の
核
に
お
い
て
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
二
項
と
い
う
旧
来
か
ら
存
在
す
る
手
本
に
基
づ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
消
費
者
法
の
戦
略
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
二
項
と
比
較
す
る
と
、
自
由
倫
理
に
基
づ
く
法
に
と
っ
て
ヨ
リ
相
応
し
い
と
い
え

る
。
消
費
者
法
は
、
状
況
あ
る
い
は
契
約
対
象
に
関
連
し
た
過
大
な
要
求
が
存
在
す
る
場
合
に
介
入
し
、
且
つ
そ
の
限
り
で
す
べ
て
の
者

に
適
用
さ
れ
る
法
な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
消
費
者
法
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
従
来
の
価
値
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

ｂ

Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の
撤
回
権
規
定
の
統
合

aa

こ
こ
で
の
問
題
の
第
一
は
、
旧
三
六
一
条
ａ
と
い
う
撤
回
権
の
効
果
に
つ
い
て
の
通
則
的
な
規
定
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
創
設
す
る
こ
と
の

当
否
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
議
論
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
れ
に
好
意
的
な
論
者
と
し
て
、S

tep
h
a
n L

o
ren

z

が
い
る
。
彼
は
、
浮
動
的
無
効
と
い
う
「
ナ
ン
セ
ン
ス
な
」
構
成
が
放
棄

さ
れ
、
撤
回
に
よ
る
意
思
表
示
の
無
効
化
可
能
性
（V

ern
ich
tb
a
rk
eit

）
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
問
題
の
多
く
が
処
理
さ
れ
た
、
と
こ
れ
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を
歓
迎
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、P

eter M
a
n
k
o
w
sk
i

は
、
全
て
の
撤
回
権
に
統
一
的
な
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
通
信
販
売
取
引
に
お
い
て
浮
動
的
有
効
構
成
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
目
的
上
、
購
入
者
に
履
行
請
求
権
を
与
え
、
商
品
現

物
を
手
に
入
れ
て
か
ら
撤
回
期
間
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
訪
問
販
売
取
引
や
消
費
者
信
用
契
約
に
お
い
て

は
そ
の
よ
う
な
事
情
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
浮
動
的
無
効
構
成
が
適
切
で
あ
る
、
と
。

こ
の
よ
う
に
、
撤
回
権
の
規
定
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
置
く
こ
と
に
関
し
て
主
な
論
点
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
撤
回
権
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
体
系
的
関
連

性
で
は
な
く
、
統
一
的
効
果
の
付
与
の
有
無
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

bb

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
個
別
規
定
の
民
法
典
へ
の
統
合
で
あ
り
、
こ
れ
は
債
務
法
現
代
化
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
こ
れ
に
反
対
す
るH

ein
rich H

o
n
sell

は
、
統
合
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
体
系
性
、
様
式
お
よ
び
内
容
と
適
合
的
で
は
な
く
、
単
な
る
美

学
の
問
題
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
述
べ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
よ
う
に
消
費
者
保
護
法
（K

o
n
su
m
en
ten

sch
u
tzg

esetz

）
を
制
定
す
る
と
い
う
解
決
策
が
立
法

に
お
い
て
退
け
ら
れ
た
の
は
、
次
の
三
つ
の
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
消
費
者
法
の
全
て
の
規
定
を
消
費
者
保
護

法
に
ま
と
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
も
、
消
費
者
動
産
売
買
指
令
の
転
換
に
お
い
て
、
こ
れ
を
特
別
法
に
規
定
し
た
場
合
、
売

買
法
が
ま
っ
た
く
見
通
し
の
利
か
な
い
も
の
と
な
り
、
も
は
や
適
用
不
能
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
中
で
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
第
二
の
理
由
は
、
消
費
者
保
護
法
に
よ
っ
て
も
結
局
の
と
こ
ろ
法
状
態
が
見
通
し
の
利
く
形
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
中
に
も
消
費
者
保
護
に
関
わ
る
規
定
が
含
ま
れ
て
お
り
、
結
局
は
消
費
者
保
護
法
規
が
、
消
費
者
保
護
法
と

Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
別
れ
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
消
費
者
保
護
法
の
制
定
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
を
弱
体
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
同
じ
く
あ
ら
ゆ
る
者
に
適
用
さ
れ
る
消
費
者
保
護
法
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
民
事
法
の
中
心
規

範
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
で
、H

.
R
o
th

は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
や
Ｈ
Ｇ
Ｂ
と
並
ぶ
第
三
の
法
典
は
、「
ド
イ
ツ
私
法
の

北研45(3・ )91 535

消費者保護法規による意思表示法の実質化⑵



統
一
性
に
と
っ
て
禍
い
で
あ
り
、
身
分
思
考
へ
の
逆
行
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
改
正
に
賛
成
す
る
他
の
見
解
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、T

h
o
m
a
s M

.
J.
M
o
llers

は
、
賛
成
の
理
由
と

し
て
法
典
思
想
の
復
権
と
（
す
べ
て
の
市
民
は
事
業
活
動
の
場
面
を
除
い
て
消
費
者
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
）
消
費
者
法
が
一
般
法
（A

ll-

g
em
ein
es R

ech
t

）
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ほ
か
に
、
特
別
法
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の
統
合
に
よ
っ
て
体
系
化
が
も
た
ら
さ
れ

Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
が
な
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
、
債
務
法
現
代
化
法
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
撤
回
権
に
関
し
て
は
、,,p

a
cta su

n
t

 
serv

a
n
d
a
“

原
則
に
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
妥
当
を
実
質
的
に
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
諸
規
定
が
従
来
の
民
法
の
諸
原
理
の
現
代
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
従
来
の
諸
原

理
を
破
壊
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
ま
た
、T

h
o
m
a
s P

feiffer

は
、
一
時
的
居
住
権
法
の
統
合
に
は
反
対
し
て
い
る
が
、

改
正
に
は
概
ね
賛
成
し
て
い
る
。H

ein
rich D

o
rn
er

は
、
消
費
者
保
護
法
規
の
統
合
を
基
本
的
に
支
持
し
た
う
え
で
、
改
正
案
の
よ
う

に
「
ま
と
め
て
統
合
す
る
」（In

teg
ra
tio
n en b

lo
c

）
と
い
う
や
り
方
に
反
対
し
、
キ
ー
と
な
る
規
範
に
つ
い
て
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
統
合
し
、

残
り
は
消
費
者
法
典
と
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
折
衷
的
方
法
を
提
案
し
て
い
る
（A

n
k
erlo

su
n
g

）。

ｃ

小
括

以
上
、
網
羅
的
た
る
こ
と
を
期
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
消
費
者
概
念
ま
た
は
消
費
者
保
護
法
規
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
統
合
さ
れ
た
際
に
、「
そ

の
よ
う
な
改
正
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
基
本
原
理
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
、
統
合
に
反
対
す
る
議
論
は
（
目
立
っ
た
形
で
は
）
行

わ
れ
て
い
な
い
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
、
統
合
の
際
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
消
費
者
法
も
一
般
私
法
の
一
部
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
撤
回
権
と
民
法
原
理
の
関
係
も
当
然
そ
の
一
例
を
な
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
制
定
当
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
（
歴
史
的
Ｂ

Ｇ
Ｂ
）
の
構
想
と
消
費
者
法
の
構
想
が
厳
密
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
以
上
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
少
な
く
と
も
現
在
の
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Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
構
想
と
消
費
者
法
の
構
想
は
一
致
し
て
い
る
、
と
の
所
見
が
成
り
立
つ
こ
と
と
な
る
。

⑵

消
費
者
保
護
法
規
に
つ
い
て
の
最
近
の
見
解

以
上
の
よ
う
に
、
消
費
者
法
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
へ
の
統
合
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
な
さ
れ
た
の
は
、「
民
法
の
基
本
原
理
や
価
値
レ
ベ
ル
で
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
論
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現

在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
法
理
解
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
点
を
確
認
す
れ
ば
よ
い
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
撤
回
権
の
理
解
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
に
も
、
上
述
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
改
正
前
後
に
お
け
る
消
費
者
法
の
理

解
に
つ
い
て
（
そ
の
中
で
の
撤
回
権
の
扱
い
に
も
留
意
し
つ
つ
）
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
網
羅
的
な
検
討
は
望
む
べ
く
も
な

い
の
で
、
注
目
す
べ
き
見
解
の
幾
つ
か
を
採
り
上
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

ａ

Jo
sef D

rex
l

ま
ず
は
、Jo

sef D
rex

l

の
見
解
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。D

rex
l

は
、
経
済
的
自
己
決
定（w

irtsch
a
ftlich

e S
elb
stb
estim

m
u
n
g

）

の
確
保
を
目
的
と
す
る
状
況
関
連
的
消
費
者
法
（situ

a
tio
n
sb
ezo

g
en
es V

erb
ra
u
ch
ersch

u
tzrech

t

）
を
構
想
し
、
統
一
的
で
一
貫
し

た
消
費
者
法
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
経
済
的
自
己
決
定
は
、
す
べ
て
の
経
済
主
体

に
お
い
て
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
消
費
者
だ
け
の
特
権
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
確
保
を
目
的
と
す
る
消
費
者
法
に
お
い
て
も
、

「
消
費
者
」
か
ど
う
か
は
決
定
的
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
問
題
な
の
は
、
経
済
的
自
己
決
定
が
脅
か
さ
れ
る
「
状
況
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
、
形
式
的
私
的
自
治
か
ら
の
逸
脱
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
消
費
者
法
は
、
消
費
者
と
い
う
特
殊
な
人
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
着
目
し
た
特
別
私
法
で
は
な
く
、
一
般
私
法
の
一
部
な
の
で
あ
る
。Drex

l
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も
、
消
費
者
法
は
「
契
約
と
い
う
も
の
が
抱
え
て
い
る
一
般
的
問
題
へ
の
対
応
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
つ
ま
り
、
消
費
者
法
の
中
心
概

念
と
し
て
は
、
消
費
者
と
い
う
概
念
は
無
益
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
人
」
で
は
な
く
「
状
況
」
に
着
目
し
た
消
費
者
法
を
語
る
場

合
、
消
費
者
と
消
費
者
法
の
結
び
つ
き
は
必
然
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
、D

rex
l

は
、
消
費
者
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
全
体
像
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
消
費
者
法
の
目
的
が
経
済
的
自

己
決
定
に
あ
る
と
い
う
以
上
、
そ
の
自
己
決
定
の
た
め
の
前
提
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
は
、
形
式
的
自
己
決
定
（
す
な

わ
ち
契
約
）
を
承
認
し
、
競
争
を
保
障
す
る
。D

rex
l

は
、
こ
の
よ
う
な
諸
規
範
を
設
権
的
消
費
者
法
（k

o
n
stitu

tiv
es V

erb
ra
u
ch
er-

sch
u
tzrech

t

）
と
呼
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
自
己
決
定
が
問
題
と
な
る
以
上
、
す
べ
て
の
経
済
主
体
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
原

則
と
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
経
済
的
自
己
決
定
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
で
は
足
り
な
い
場
合
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
形
式
的
私
的
自
治
の
承
認
や
競
争
の
確
保
に
よ
っ
て
も
、
経
済
主
体
の
実
質
的
契
約
自
由
が
害
さ
れ
う
る
場
合
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
設
権
的
消
費
者
法
だ
け
で
は
、
経
済
的
自
己
決
定
の
確
保
と
い
う
私
法
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
形
式
的
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
に
よ
っ
て
実
質
的
自
由
の
意
味
で
の
消
費
者
の
自
己
決
定
を
確
保
す
る

諸
規
範
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
脅
か
さ
れ
て
い
る
実
質
的
契
約
自
由
を
補
償
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
補
償
的
消
費
者
法（k

o
m
p
en
-

sa
to
risch

es V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tzrech

t

）と
名
づ
け
ら
れ
る
。
狭
い
意
味
で
の
消
費
者
法
は
、
こ
ち
ら
を
指
す
わ
け
だ
が
、
あ
く
ま
で

経
済
的
自
己
決
定
の
確
保
と
い
う
一
般
私
法
上
の
課
題
に
応
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
経
済
的
自
己
決
定
が
実
質
的
に
脅
か

さ
れ
る
状
況
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
補
償
的
消
費
者
法
に
は
、
必
ず
し
も
消
費
者
概
念
を
前
提
と
し

な
い
法
律
も
含
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、
消
費
者
の
経
済
的
自
己
決
定
の
保
護
に
資
す
る
点
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
も
こ
れ
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
い
か
な
る
場
合
に
消
費
者
の
実
質
的
契
約
自
由
の
保
証
を
必
要
と
す
る
状
況
が
生
じ
る
の
か
。
消
費
者
の
自
己
決
定
の
前
提
と

し
て
は
、
当
事
者
間
に
契
約
上
の
力
の
不
均
衡
（V

ertra
g
su
n
g
leich

g
ew
ich
t

）
が
存
在
し
な
い
こ
と
（
契
約
均
衡
〔V

ertra
g
sp
a
rita

t

〕）
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が
必
要
で
あ
る
が
、D

rex
l

は
、
そ
の
判
断
の
際
の
視
点
と
し
て
、
市
場
の
調
整
秩
序
（K

o
o
rd
in
a
tio
n
so
rd
n
u
n
g d
es M

a
rk
tes

）
に

着
目
す
る
。
こ
の
よ
う
な
市
場
の
調
整
秩
序
を
通
じ
た
自
己
決
定
が
で
き
な
い
場
合
と
は
、
言
い
換
え
る
と
設
権
的
消
費
者
法
が
機
能
し

な
い
場
合
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
契
約
・
競
争
の
失
敗
（V

ertra
g
s-
u
n
d
 
W
etb

ew
erb

sv
ersa

g
en

）
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
契
約
・

競
争
の
失
敗
が
あ
る
場
合
に
、
補
償
的
消
費
者
法
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
断
は
、
契
約
締
結
の
理
念
型
と
の
比

較
か
ら
導
か
れ
る
。
そ
の
際
の
具
体
的
手
法
と
し
て
、
彼
は
、
既
存
の
法
律
の
法
政
策
的
分
析
、
法
の
経
済
分
析
お
よ
び
判
例
の
法
政
策

の
検
討
を
挙
げ
る
が
、
最
終
的
に
決
め
手
と
な
る
の
は
、
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
（P

la
u
sib
ilita

tsp
ru
fu
n
g

）
で
あ

る
と
い
う
。

経
済
的
自
己
決
定
と
い
う
観
点
は
、
さ
ら
に
、
実
質
的
契
約
自
由
の
回
復
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
規
制
手
段
を
体
系
化
す
る
上
で
も
、

重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
ま
ず
、D

rex
l

は
、
補
償
的
消
費
者
法
に
属
す
る
規
制
手
段
を
そ
の
性
格
か
ら
次
の
三
つ
に
分
類
す
る：

①
契
約

締
結
の
際
の
意
思
自
由
の
確
保
の
た
め
の
規
律
（
特
に
情
報
提
供
義
務
）、
②
考
慮
期
間
の
延
長
（
撤
回
権
）、
③
内
容
規
制
。D

rex
l

は
、

こ
れ
ら
三
つ
に
は
、
ひ
と
つ
の
原
則
が
妥
当
す
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
の
原
則
と
は
、
消
費
者
法
的
比
例
原
則
（v

erb
ra
u
ch
ersch

u
tz-

rech
tlich

es V
erh

a
ltn
ism

a
ß
ig
k
eitsp

rin
zip

）と
彼
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
あ
る
消
費
者
保
護
手
段
は
、
形
式

的
私
的
自
治
の
原
則
と
の
関
係
で
よ
り
負
担
の
少
な
い
手
段
が
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
具
体
的
に
は
三
つ
の
段

階
か
ら
な
る
。
ま
ず
第
一
段
階
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
競
争
秩
序
の
回
復
と
い
う
設
権
的
消
費
者
保
護
に
関
わ
る
施
策
、
つ
ま
り

競
争
政
策
的
手
段
（o

rd
n
u
n
g
sp
o
litisch

e M
ittel

）、
と
り
わ
け
カ
ル
テ
ル
法
の
そ
れ
が
、
形
式
的
私
的
自
治
ま
た
は
競
争
の
機
能
を
回

復
さ
せ
る
の
に
、
十
分
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
な
ら
、
個
別
的
交
換
関
係
に
補
償
的
に
介
入
す
る
必
要
は

な
い
。
第
二
段
階
で
は
、
意
思
自
由
確
保
の
た
め
の
規
制
が
、
考
慮
期
間
の
延
長
お
よ
び
内
容
規
制
よ
り
優
先
す
る
。
こ
れ
は
契
約
締
結

お
よ
び
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
決
定
を
契
約
当
事
者
に
委
ね
て
い
る
点
で
、
形
式
的
私
的
自
治
へ
の
介
入
が
最
も
少
な
い
、
と
い
え
る
か
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ら
で
あ
る
。
第
二
段
階
に
お
い
て
は
、
考
慮
期
間
の
延
長
が
内
容
規
制
に
優
先
す
る
。
合
意
に
ま
だ
法
的
拘
束
力
が
生
じ
て
い
な
い
の
で
、

考
慮
期
間
の
延
長
は
、,,p

a
cta su

n
t serv

a
n
d
a
“

原
則
に
対
す
る
形
式
的
な
例
外
に
過
ぎ
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
容
規

制
は
い
わ
ば
最
終
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
原
則
は
逆
方
向
に
妥
当
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
内
容
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
撤
回
権
を
認
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い（
例
、
消
費
者
信
用
法
七
条
、
九
条
以
下
）。

以
上
のD

rex
l

の
見
解
は
、
消
費
者
法
を
広
義
に
捉
え
民
法
の
規
律
の
中
で
理
解
す
る
。
各
種
の
消
費
者
保
護
規
定
や
制
度
を
民
法
の

体
系
の
中
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
従
来
の
民
法
の
再
編
成
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
ま
た
、「
比
例
原
則
」と
い
う
考
え
方
や
そ
の
中
で
撤
回
権
の
位
置
づ
け
を
論
じ
る
点
は
、
撤
回
権
の
意
義
と
限
界
を
考
察
す
る
う

え
で
有
益
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

ｂ

C
a
n
a
ris

の
見
解

次
にC

a
n
a
ris

の
見
解
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。C

a
n
a
ris

の
見
解
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
立
法
上
、
要
件
面
に
お
い
て
消
費
者
の
概
念
か
ら
「
消
費
」
を
切
り
離
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
例
外
規
定
と
い
う
方
法
で
事
業

者
と
し
て
の
活
動
に
結
び
付
け
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
消
費
者
概
念
は
、
特

定
の
人
的
圏
域
を
保
護
す
る
と
い
う
積
極
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
定
の
人
的
圏
域
を
保
護
範
囲
か
ら
外
す

と
い
う
消
極
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
視
点
が
著
し
く
変
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や
、

消
費

者
は
特
別
な
要
保
護
性
を
有
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
か

と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反

対
に
、

あ
る
人
は
事
業
者
と
し
て
の
活
動
の
領
域
に
お
い
て
よ
り
少
な
い
要
保
護
性
し
か
な
い
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
か

と
い
う

こ
と
が
、
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
次
の
点
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
、
私
的
な
領
域
よ
り
も
職
業
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的
領
域
お
い
て
、
よ
り
取
引
に
機
敏
に
な
り
、
意
見
を
押
し
通
す
意
欲
が
あ
り
、
結
果
指
向
的
に
行
動
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
職
業
関
連
的
取
引
に
際
し
て
は
し
ば
し
ば
自
ら
の
特
殊
な
経
験
を
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う（
過
度
に
強
調
さ
れ
て
い
る
）

事
情
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
要
因
、
た
と
え
ば
職
業
関
連
的
取
引
に
際
し
て
は
経
済
的
計
算
が
行
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
こ
と
、

頑
強
な
利
己
主
義
が
取
引
に
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
か
ら
、「
消
費
者
保
護
法
は
立
法
技
術
的
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
内
容
的
に
も
特
別
私
法
で
あ
る
か
」と
い
う
問
い
に
は
、

否
定
的
に
答
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
消
費
者
は
あ
ら
ゆ
る
者
を
い
う
の
で
あ
り
、
事
業
・
職
業
関
連
的
例
外
規
定
に
よ
っ
て
の
み
こ

れ
に
当
た
ら
な
い
者
が
決
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
第
二
の
制
限
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
業

的
ま
た
は
職
業
的
活
動
の
行
使
に
お
い
て
行
為
す
る
者
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

プ
ロ
と
ノ
ン
・
プ
ロ
の
間
の
取
引
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
規
定
の
総
体
と
い
う
意
味
で
、
ひ
と
つ
の
特
別
私
法
な
の
で
あ
る
。

C
a
n
a
ris

の
見
解
に
特
徴
な
点
は
、
消
費
者
の
要
保
護
性
を
主
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
保
護
を
受
け
な

い
場
合
の
正
当
化
を
問
題
と
す
る
と
い
う
、
視
点
の
逆
転
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
消
費
者
法
と
一
般

私
法
の
異
質
性
を
か
な
り
徹
底
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

ｃ

M
eller-H

a
n
n
ich

次
に
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
以
降
の
研
究
か
ら
、M

eller-H
a
n
n
ich

の
見
解
を
採
り
上
げ
よ
う
。M

eller-H
a
n
n
ich

も
、

消
費
者
（
契
約
）
法
は
、
そ
の
本
質
的
諸
指
標
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
一
般
私
法
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
契
約
理
論
の
構
想
と
一
致

し
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
種
の
消
費
者
法
に
お
い
て
契
約
の
拘
束
力
の
修
正
が
問
題
と
な
る
場
合
も
、
一
般
契
約
法
に
お

け
る
構
想
と
同
様
に
、
契
約
当
事
者
の
実
質
的
な
決
定
自
由
の
障
碍
が
そ
の
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
女
は
、
契
約
に
は
、
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自
己
決
定
の
実
現
と
い
う
私
的
自
治
の
本
質
的
機
能
の
ほ
か
に
、
最
適
な
財
貨
配
分
を
保
障
す
る
と
い
う
秩
序
づ
け
機
能
も
存
在
す
る
、

指
摘
し
、
そ
の
点
で
、
契
約
法
は
、
公
的
利
益
の
保
障
を
も
目
的
と
し
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
一
般
契
約
法
と
同
一
の
構
想

に
立
つ
消
費
者
保
護
法
も
、
そ
の
よ
う
な
公
的
利
益
の
保
全
に
も
奉
仕
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
点
で
も
、
両
者
は
、
共
通
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、（
狭
義
の
）
消
費
者
法
に
お
い
て
そ
の
規
範
の
適
用
は
、「
消
費
者
」
概
念
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
条
）
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
消
費
者
と
は
、
自
ら
の
営
業
上
又
は
独
立
の
職
業
上
の
目
的
を
有
し
て
い
な
い
法
律
行
為
の
参
加
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
役
割
関
連
的
な
も
の
で
あ
り
、
商
人
の
よ
う
に
身
分
（S

ta
tu
s

）
を
な
し
て
い
る
（
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
四
三
〜
三
四
五
条
）
の

で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
消
費
者
は
、
彼
が
事
業
者
と
の
間
で
法
律
行
為
を
行
う
限
り
に
お
い
て
、
保
護
さ
れ
る
。
ま
た
、
消
費
者
概
念
は
、

彼
に
保
護
を
与
え
て
い
る
具
体
的
な
規
定
を
超
え
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
条
の
消
費
者
と
い
う
人
的
要
素

は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
ま
だ
法
的
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、「
あ
る
者
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
条
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
で
あ
る
こ
と

は
、
彼
に
対
し
て
法
律
が
当
然
に
万
人
よ
り
も
よ
り
高
い
保
護
水
準
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。」の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
消
費
者
概
念
は
、
特
定
の
社
会
的
ま
た
は
経
済
的
集
団
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
権
利
主
体
の
原
則
的
平
等

と
い
う
一
般
私
法
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
対
応
す
る
。
消
費
者
概
念
自
体
が
、
人
的
・
役
割
特
殊
的
要
素
と
状
況
的
／
契
約
類
型
関
連
的
要
素

を
含
む
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
消
費
者
保
護
法
に
お
い
て
も
、
両
要
素
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
規
範
が
適
用
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
消
費
者
は
、
事
業
者
と
対
峙
し
、
且
つ
法
律
で
定
め
ら
れ
た
特
定
の
状
況
や
取
引
類
型
の
中
で
の
み
、
消
費
者
た
り
得
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
、「
専
業
消
費
者
（N

u
r-V

erb
ra
u
ch
er

）」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
は
、
消
費
者
保
護
を
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
役
割
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
人
的
要
素

に
つ
い
て
。
取
引
を
行
う
際
、
自
ら
の
営
業
上
又
は
独
立
の
職
業
上
の
目
的
を
有
し
て
い
な
い
者
は
、
純
粋
に
道
理
に
適
っ
た
基
準
に
基

づ
い
て
自
ら
の
判
断
を
行
い
得
な
い
と
い
う
特
徴
を
定
形
的
に
有
し
て
お
り
、
そ
の
決
定
は
、
攻
撃
的
広
告
な
ど
に
よ
っ
て
、
感
情
的
利
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害
に
左
右
さ
れ
や
す
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
業
活
動
に
お
け
る
決
定
は
、
事
業
に
即
し
た
考
量
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
目
的
に
相
応

し
い
提
案
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
消
費
者
の
劣
位
は
、
非
事
業
目
的
の
消
費
者
と
事
業
目
的
を
持
つ
当
事
者
が
出
会

う
こ
と
か
ら
生
じ
る（
目
的
設
定
の
非
対
称
）。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
具
体
的
な
要
保
護
性
は
導
か
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
に

加
え
て
状
況
的
／
契
約
類
型
関
連
的
要
素
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
、
性
急
さ
や
情
報
不
足
な
ど
か
ら
生
じ
る
決
定
自
由
の
事

実
上
の
制
限
す
る
事
由
に
関
わ
る
。
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
訪
問
販
売
取
引
や
通
信
販
売
取
引
、
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
や
一
時
的

居
住
権
契
約
な
ど
の
契
約
締
結
状
況
ま
た
は
契
約
類
型
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
、
実
質
的
決
定
自
由
に
対
す
る
危
険
と

な
る
の
は
、
目
的
設
定
の
非
対
称
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
消
費
者
概
念
か
ら
、「
特
定
の
状
況
の
下
で
は
形
式
的
な
自
由

の
行
使
か
ら
契
約
の
拘
束
力
を
導
き
出
す
こ
と
は
望
ま
れ
な
い
」
と
い
う
法
秩
序
の
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら

の
諸
指
標
が
法
律
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
の
は
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
消
費
者
の
実
質
的
決
定
自
由
が
保
障
さ
れ
な
い
場
合
に
形
式
的
な

自
由
お
よ
び
正
当
性
か
ら
の
修
正
を
可
能
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
従
来
の
私
法
と
の
相
違
は
、
実
質
的
決
定
自
由
の
障
碍
が
目
的
設
定
の

非
対
称
性
か
ら
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

撤
回
権
は
、
実
質
的
契
約
自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
消
費
者
が
、
延
長
さ
れ
た
熟
慮
期
間
が
な
け
れ
ば
問
題
と
さ
れ
て

い
る
契
約
締
結
の
方
法
や
契
約
類
型
に
対
処
で
き
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
消
費
者
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
特
定
の
契
約
類
型
あ
る
い
は
特
定
契
約
状
況
で
の
契
約
締
結
と
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
当

該
消
費
者
の
要
保
護
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
撤
回
権
は
、
契
約
法
の
基
本
的
な
価
値
判
断
の
体
系
適
合
的

な
継
続
展
開
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
見
解
は
、
消
費
者
の
要
保
護
性
と
い
う
も
の
が
、
特
定
の
状
況
ま
た
は
契
約
類
型
に
お
い
て
の
み
語
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

点
で
は
、
消
費
者
法
の
保
護
手
段
も
一
般
民
事
法
上
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
に
注
目
し
て
お
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き
た
い
の
は
、
消
費
者
一
般
の
要
保
護
性
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
或
る
権
利
主
体
が
特
定
の
状
況
の
下
で
契
約
し
て
い
る
こ

と
が
、
そ
の
者
の
要
保
護
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、D

rex
l

に
も
見
ら
れ
る
主
張
で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が

採
用
し
て
い
る
消
費
者
概
念
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
概
念
が
持
っ
て
い
る
具
体
的
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
が
、
興
味
深
い
。

ｄ

小
括

以
上
の
紹
介
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
撤
回
権
だ
け
で
な
く
消
費
者
（
私
）
法
全
体
を
一
般
民
事
法
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
自
体
は
、
現

在
の
ド
イ
ツ
消
費
者
法
に
お
い
て
は
か
な
り
の
範
囲
で
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
理
解
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
上
述
の
一
般
的
な
見
解

を
背
景
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
消
費
者
保
護
法
規
は
、
契
約
の
有
効
性
を
認
め
る
た
め
に
必

要
な
事
実
的
な
決
定
自
由
の
存
在
を
確
保
す
る
た
め
の
道
具
立
て
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
一
般
法
と
し
て
の
契
約
法
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
組
み
込
ま
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
一
般
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
定
の
状

況
に
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
な
く
と
も
、
事
実
的
な
決
定
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
え
る
の
で
、

当
該
規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
消
費
者
」保
護
法
規
と
い
っ
て
も
、
そ
の
適
用
除
外
の
際
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

の
ひ
と
つ
に
「
消
費
者
性
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
役
割
な
い
し
状
況
に
着
目
し
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
消
費
者

保
護
法
規
に
と
っ
て
保
護
対
象
の
「
消
費
者
性
」
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
消
費
者
保
護
法
規
を
一
般
私
法
の
体
系
に
位
置
づ
け
た
と
し
て
、
そ
れ
が
、
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
形
で
理
解

さ
れ
る
べ
き
な
の
か
が
、
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
の
点
で
、D

rex
l

が
提
示
し
て
い
る
「
消
費
者
法
上
の
比
例
原
則
」
と
い
う
考
え
方
は
、

示
唆
的
で
あ
る
。D

rex
l

の
見
解
は
、
一
見
す
る
と
消
費
者
法
上
の
政
策
選
択
の
原
則
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
、
消

費
者
保
護
法
規
の
存
在
を
前
提
と
し
た
民
法
の
法
律
行
為
法
の
理
論
的
再
編
成
が
読
み
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
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立
法
・
解
釈
の
両
面
に
お
い
て
撤
回
権
が
ど
の
よ
う
に
活
用
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
の
一
定
の
枠
づ
け
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

個
別
の
撤
回
類
型
の
保
護
目
的
と
私
的
自
治

⑴

個
別
の
撤
回
類
型
の
保
護
目
的
の
多
様
性

撤
回
権
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
自
己
決
定
に
基
づ
い
た
私
的
自
治
・
契
約
自
由
の
機
能
前
提
の
回
復
に
そ
の
目
的
が
あ
る
。
も
っ
と

も
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
己
決
定
へ
の
影
響
の
仕
方
に
も
様
々
な
態
様
が
あ
り
得
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
撤
回
類
型
は
、
そ
の
点
で

異
な
る
保
護
目
的
を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
課
題
は
、
私
的
自
治
と
の
関
係
で
、
こ
れ
ら
の
撤
回
類
型
の
保
護
目
的
が
ど
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
撤
回
類
型
が
自
己
決
定
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
影
響
か
ら

消
費
者
を
保
護
し
て
い
る
の
か
が
、
問
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
既
存
の
撤
回
権
の
類
型
を
立
法
な
い
し
は
解
釈
に

よ
っ
て
拡
大
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
と
り
わ
け
類
推
に
よ
っ
て
こ
れ
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
、
消
費
者
の
事
業
者
に
対
す
る
劣
位
（U

n
terleg

en
h
eit

）
に
は
、
経
済
的
劣
位
、
心
理
的
劣
位
お
よ
び
情
報
的

劣
位
の
三
つ
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
経
済
的
劣
位
は
、
事
業
者
が
（
消
費
者
と
は
異
な
り
）
個
別
の
契
約
の
締
結
に
依

存
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
（
い
わ
ゆ
る“ta

k
e it o

r lea
v
e it”.

）。
こ
の
経
済
的
劣
位
は
、
撤
回
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
消
費
者
は
、
自
ら
の
意
思
を
不
完
全
に
し
か
形
成
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
（
心
理
的
劣
位
お
よ
び
情

報
的
劣
位
）、
撤
回
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
が
、
自
ら
の
意
思
を
事
業
者
と
比
べ
て
僅
か
し
か
契
約
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

か
ら
と
い
っ
て（
経
済
的
劣
位
）、
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
経
済
的
劣
位
の
問
題
は
、
主
と
し
て
競
争
法
に
委
ね
ら
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
を
裏
打
ち
す
る
よ
う
に
、
現
実
の
撤
回
類
型
は
、
概
ね
消
費
者
の
心
理
的
劣
位
あ
る
い
は
情
報
的
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劣
位
に
基
づ
い
て
い
る
。

以
下
で
は
、
個
別
の
撤
回
類
型
に
即
し
て
具
体
的
な
保
護
目
的
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

⑵

状
況
関
連
型
（
訪
問
販
売
型
）
に
お
け
る
保
護
目
的

訪
問
販
売
取
引
に
基
づ
く
撤
回
権
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
立
法
者
が
撤
回
権
の
導
入
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
た
の
が
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
消
費
者
は
契
約
締
結
に
つ
い
て
十
分
に
熟
慮
す
る
機
会
を
有
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
訪
問
販
売
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
立
法
段
階
で
は
、
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る：

「
短
期
間
で
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
企
業
は
、
顧
客
の
方
に
特
に
立
ち
入
っ
て
い
く
と
い
う
直
接
販
売
の
機
会
を
、
玄
関
先
で
、

通
り
で
、
勤
務
先
で
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
招
待
ド
ラ
イ
ブ
の
際
に
顧
客
に
迫
り
ま
た
は
不
意
打
ち
す
る
た
め
に
、
濫
用
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
店
舗
販
売
に
お
い
て
定
型
的
に
存
在
す
る
引
き
返
し
可
能
性
及
び
熟
慮
期
間
が
、
直
接
販
売
に
お
い
て
は
欠
け
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
、
買
主
に
と
っ
て
不
利
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
交
渉
相
手
は
、
こ
の
種
の
取
引
の
交
渉
に
つ
い
て
大
抵
は
心
理
学
的
に

特
別
に
訓
練
を
受
け
て
い
る
た
め
、
顧
客
は
、
こ
の
交
渉
相
手
を
上
手
く
追
い
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

顧
客
は
、
し
ば
し
ば
実
際
に
は
必
要
性
の
な
い
商
品
や
役
務
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
購
入
に
よ
っ
て
、
顧
客
の
自
由
に
出

来
る
資
金
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
申
出
を
受
け
た
商
品
若
し
く
は
役
務
提
供
の
価
格
と
品
質
と
ほ
か
の
申
出
を
比
較
す
る
こ
と

は
、
通
常
は
、
不
可
能
で
あ
る
。」
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こ
の
よ
う
に
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
撤
回
権
は
、
そ
の
「
不
意
打
ち
」
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
消
費
者
が
よ
く
考
え
ず

に
契
約
を
締
結
す
る
状
況
が
、
事
業
者
に
よ
っ
て
積
極
的
に
作
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
、D

ieter H
en
rich

に
よ
れ
ば
、
消
費
者
の
心
理
的
劣
位
が
生
じ
る
の
は
、
事
業
者
が
自
ら
の
販
売
員
を
心
理
学
に
基
づ
い
て
訓
練
し
、
あ
る
い
は
宣
伝
活
動

又
は
販
売
戦
略
に
お
い
て
心
理
学
に
基
づ
い
た
助
言
を
受
け
る
場
合
で
あ
り
、
玄
関
先
又
は
職
場
で
不
意
打
ち
的
に
呼
び
止
め
ら
れ
る
場

合
に
も
、
大
抵
の
場
合
、
消
費
者
は
、
心
理
的
に
劣
位
に
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
状
況
関
連
型
の
代
表
で
あ
る
訪
問
販
売
取
引

に
お
け
る
撤
回
権
は
、
消
費
者
の
心
理
的
劣
位
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
消
費
者
に
現
実
的
に
生
じ
て
い
る
決
定
自
由
へ
の
障
害
と
し
て
、
不
意
打
ち
に
よ
る
他
の
商
品
ま
た
は
役
務

と
の
比
較
可
能
性
の
欠
如
を
挙
げ
る
考
え
方
と
不
意
打
ち
に
よ
っ
て
生
じ
る
心
理
的
圧
迫
を
主
と
し
て
顧
慮
す
る
考
え
方
と
の
区
別
が
可

能
で
あ
る
。
後
者
の
心
理
的
圧
迫
と
は
、
具
体
的
に
は
、
私
的
領
域
等
で
販
売
員
と
直
接
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
合
理
的
な
考
量
に
影
響
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
の
立
場
を
採
る
の
か
に
よ
っ
て
、
訪
問
販
売
に
お
け
る
撤

回
権
のra

tio leg
is

の
及
ぶ
範
囲
に
相
違
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
一
般
化
し
て
、「
そ
の
契
約
を

も
う
一
度
冷
静
に
な
っ
て
熟
慮
す
る
」
機
会
と
考
え
れ
ば
、
後
者
と
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
類
型
の
撤
回
権
を

考
え
る
う
え
で
は
、
留
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
。

⑶

状
況
関
連
型
（
通
信
販
売
型
）
に
お
け
る
保
護
目
的

同
じ
状
況
関
連
型
の
撤
回
権
で
あ
っ
て
も
、
通
信
販
売
取
引
に
基
づ
く
撤
回
権
は
、
訪
問
販
売
取
引
に
基
づ
く
撤
回
権
と
は
異
な
る
保

護
契
機
に
基
づ
く
。
そ
の
保
護
契
機
と
は
、
契
約
締
結
の
際
に
消
費
者
の
手
許
に
商
品
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
品
質
等
を
消
費
者
が

実
際
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
に
情
報
の
不
均
衡
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
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消
費
者
の
情
報
的
劣
位
を
も
た
ら
す
、
と
い
え
る
。

⑷

契
約
類
型
関
連
型
に
お
け
る
保
護
目
的

契
約
類
型
関
連
型
の
撤
回
権
、
代
表
的
に
は
消
費
者
信
用
契
約
に
お
け
る
撤
回
権
に
お
い
て
は
、
通
信
販
売
型
の
そ
れ
と
同
様
に
、
事

業
者
の
具
体
的
な
行
為
が
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
契
機
を
捉
え
て
、
消
費
者
の
自
己
決
定
へ
の
影
響
が
存
在
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

消
費
者
信
用
法
の
制
定
時
の
理
由
書
は
、
同
法
の
撤
回
権
が
書
面
要
件
や
告
知
義
務
と
相
俟
っ
て
消
費
者（
当
時
の
用
語
で
は「
顧
客
」）

が
自
ら
の
決
定
に
つ
い
て
再
考
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
当
該
消
費
者
信
用
契
約
の
「
経
済
的
意

義
並
び
に
波
及
範
囲
及
び
契
約
対
象
（V

ertra
g
sm
a
terie

）
の
扱
い
に
く
さ
」
を
契
機
と
し
て
い
る
。
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
撤
回
権

が
「
不
意
打
ち
」
か
ら
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
性
急
さ
」
か
ら
の
保
護
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

消
費
者
は
、
消
費
者
信
用
契
約
の
締
結
時
に
お
い
て
即
座
に
、
そ
の
「
経
済
的
意
義
並
び
に
波
及
範
囲
及
び
契
約
対
象
の
扱
い
に
く
さ
」

を
十
分
に
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
消
費
者
の
「
情
報
的
劣
位
」
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
消
費
者
信
用
契
約
に
お
い
て
は
、
消
費
者
は
契
約
の
経
済
的
意
義
等
を
即
座
且
つ
十
分
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
一
般
的
に
は
、
契
約
対
象
の
複
雑
性
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
消
費
者
信
用
契
約
に
お
い
て
は
、
与
信

者
側
の
情
報
提
供
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
情
報
を
、
冷
静
に
、
十
分
な
余
裕
を
持
っ
て
評
価
し
、
判

断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
、
消
費
者
の
多
く
は
、
自
ら
の
経
済
的
状
態
を
現
実
に
即
し
て
評
価
し
、
今
行
お
う
と
し
て
い
る

決
定
が
将
来
も
た
ら
す
事
情
に
つ
い
て
考
慮
に
入
れ
る
能
力
に
乏
し
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
長
期
間
の
義
務
づ
け
を
伴
う
計
画
を
す
る
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際
に
は
、「
上
手
く
い
く
だ
ろ
う
」と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
報
と
そ
の
受
け
手
の
性

格
か
ら
、
消
費
者
の
情
報
的
劣
位
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。L

u
rg
er

は
、
上
記
の
よ
う
な
①
契
約
の
相
対
的
な
複
雑
性
、
②
長
期
間
に
わ

た
る
拘
束
お
よ
び
③
当
該
契
約
が
保
護
さ
れ
る
当
事
者
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ぬ
経
済
的
重
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
三
点
が
動
的
シ
ス
テ

ム
の
要
素
と
し
て
作
用
し
、
撤
回
権
を
基
礎
付
け
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
通
信
教
育
受
講
者
保
護
法
の
撤
回
権
は
、
性
急
な
契
約
締
結
や
長
期
に
わ
た
る
契
約
期
間
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
自
ら
の
習
得
能
力
の
過
大
評
価
か
ら
の
保
護
に
資
す
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
撤
回
期
間
中
に
、
顧
客
は
、
給
付

対
象
で
あ
る
教
材
等
が
自
分
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
要
保
護
性
は
、
契
約
対
象
の
広
範
な
無
体
的

性
格
及
び
契
約
の
履
行
は
受
講
の
た
め
に
必
要
な
適
正
並
び
に
受
講
者
の
協
力
が
な
け
れ
ば
経
済
的
に
無
価
値
と
な
る
と
い
う
点
に

あ
る
。
こ
こ
で
の
撤
回
権
の
保
護
目
的
は
、
契
約
対
象
が
い
わ
ゆ
る
経
験
財
で
あ
る
点
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
一
時
的
居
住
権
契
約

も
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑸

小
括

以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
撤
回
権
は
、
消
費
者
の
心
理
的
劣
位
お
よ
び
情
報
的
劣
位
に
基
づ
く
意
思
形
成
の
不
完
全
さ
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
い
て
は
消
費
者
の
心
理
的
劣
位
が
、
通
信
販
売
取
引
に
お
い
て
は
消
費
者
の
情
報
的
劣

位
が
、
そ
し
て
消
費
者
信
用
契
約
に
お
い
て
は
消
費
者
の
情
報
的
劣
位
が
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の

類
型
に
お
い
て
問
題
と
な
る
消
費
者
の
劣
位
は
、
ひ
と
つ
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
い
て
も
心
理
的
劣
位
だ
け

で
な
く
情
報
的
劣
位
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
質
的
に
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
撤
回
類
型
を
特
徴
づ
け
て
い
る
消
費
者
の
劣
位

は
何
か
、
ど
の
よ
う
な
契
機
に
よ
っ
て
消
費
者
の
劣
位
が
生
じ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
上
記
の
よ
う
に
あ
る
程
度
図
式
化
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し
た
形
で
理
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
撤
回
権
は
消
費
者
の
決
定
自
由
と
い
う
伝
統
的
な
民
法
法
理
が
保
護
の
対
象
と
し
て
い
た
も
の
を
保
護
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
特
殊
な
の
は
、
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
事
象
が
、
従
来
の
意
思
表
示
法
が
対
象
と
し
て
い
た
意
思
瑕
疵

と
は
や
や
性
質
の
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
性
を
ど
う
把
握
す
る
の
か
が
、
次
節
以
降
の
課
題
で
あ
る
。

第
三
節

撤
回
権
と
私
的
自
治
と
の
緊
張
関
係
を
め
ぐ
る
議
論

前
述
の
よ
う
に
撤
回
権
は
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
が
、私
的
自
治
の
原
理
と
一
定
の
緊
張
関
係
を
持
っ

て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
契
約
の
有
効
性
を
否
定
す
る
点
で
は
、
撤
回
権
も
、
取
消
権
な
ど
と
変
わ
ら
な
い
が
、
撤
回
権
は
、

取
消
権
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
に
契
約
か
ら
の
離
脱
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
取
消
権
と
は
異
な
る
側
面
も
有
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
撤
回
権
に
関
し
て
は
、
近
時
に
至
る
ま
で
な
お
法
政
策
的
な
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
撤
回
権
が
採
用
し
て
い

る
法
技
術
が
民
法
に
と
っ
て
受
容
可
能
な
も
の
な
の
か
が
、
問
わ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
撤
回
権
の
本
質
的
特
徴
の
一
つ
で

あ
る
定
型
性
が
、
民
法
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
か
（
し
た
が
っ
て
、
法
政
策
的
に
妥
当
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
）
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
撤
回
権
に
否
定
的
な
有
力
な
論
者
の
見
解
と
し
て
、B

a
rb
a
ra
 
D
a
u
n
er-L

ieb

、W
o
lfg
a
n
g

 
Z
o
lln
er

、F
ra
n
z B

y
d
lin
sk
i

、S
tep

h
a
n L

o
ren

z

の
見
解
を
採
り
上
げ
、
こ
れ
に
対
す
るC

a
n
a
ris

の
反
論
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
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一

撤
回
権
に
否
定
的
な
見
解

ま
ず
撤
回
権
に
否
定
的
な
見
解
の
う
ち
、
こ
こ
で
はD

a
u
n
er-L

ieb

、Z
o
lln
er

、B
y
d
lin
sk
i

の
見
解
を
見
る
。L

o
ren

z

の
見
解
は
、

別
に
項
を
設
け
て
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑴

D
a
u
n
er-L

ieb
 

D
a
u
n
er-L

ieb

は
、
前
述
のR

eich

の
分
析
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
見
解
を
提
出
す
る
。D

a
u
n
er-L

ieb

の
想
定
す
る

法
理
解
は
、R

eich

ら
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
り
、
自
由
主
義
的
・
市
場
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
。D

a
u
n
er-L

ieb

は
、
消
費
者
保
護
の

た
め
の
法
形
成
に
は
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
に
基
づ
く
も
の
と
社
会
的
消
費
者
モ
デ
ル
に
基
づ
く
も
の
の
二
つ
が
あ
る
と
す
る
。
後
者
は
、

い
う
ま
で
も
な
くR

eich

の
よ
う
な
消
費
者
法
観
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
そ
し
て
契
約
自
由
の
基
本
的
な
機
能
条
件
と

し
て
の
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
力
の
均
衡
の
存
在
を
、
一
般
的
に
否
定
し
、
消
費
者
の
要
保
護
性
を
消
費
者
の
消
費
へ
の
依
存
か
ら

導
く
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
契
約
自
由
が
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、

例
外
的
に
そ
の
前
提
が
充
た
さ
れ
な
い
場
合
に
、
そ
の
不
均
衡
が
補
償
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
消
費
者
の
劣
位
を
、

経
済
的
お
よ
び
法
的
知
識
の
欠
如
か
ら
並
び
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
事
業
者
に
対
す
る
定
型
的
な
情
報
不
足
か
ら
導
き
出
す
。
つ
ま
り
、
要

保
護
性
は
、
そ
の
法
的
お
よ
び
社
会
的
経
験
不
足
を
考
慮
し
て
、
承
認
さ
れ
る
。

D
a
u
n
er-L

ieb

は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
消
費
者
法
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
自
ら
の
自
由
主
義
的
・
市
場
経
済
的
な
法
理
解
に
基
づ
い
て
、

次
の
よ
う
な
評
価
を
す
る：

社
会
的
消
費
者
モ
デ
ル
は
、,,p

a
cta su

n
t serv

a
n
d
a
“

原
則
の
相
対
化
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
主

義
的
社
会
モ
デ
ル
に
も
っ
ぱ
ら
方
向
づ
け
ら
れ
た
私
法
秩
序
と
は
相
容
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
問

題
と
な
る
規
律
は
消
費
者
の
み
に
特
に
妥
当
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
消
費
者
の
た
め
の
特
別
私
法
の
形
成
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
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す
る
。

撤
回
権
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
ま
ず
、（
当
時
の
）割
賦
販
売
法
一
条
ｂ
及
び
一
条
ｃ
並
び
に
通
信
教
育
受
講
者
保
護
法

四
条
の
よ
う
な
撤
回
権
は
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
場
合
、
情
報
を
有
し
て
い
る
消
費
者
に
も
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
よ
う
な
撤
回
権
に
代
わ
っ
て
、
説
明
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
一
般
的
契
約
解
消
権
を
法
律
行
為
理
論
に
取
り
入
れ
る
こ
と

が
、
適
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
提
案
は
、D

ieter M
ed
icu
s

の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
ａ
と
し
て
、
意
思
表

示
の
瑕
疵
の
類
型
の
補
完
と
い
う
形
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
点
が
、
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
、
割
賦
販
売
法
一
条
ｂ
な
い
し
同
条
ｄ
の
撤

回
権
は
、
市
場
経
済
に
基
づ
く
自
由
主
義
的
社
会
モ
デ
ル
の
前
提
と
は
当
然
に
は
一
致
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
消
費
者
信
用
に
つ
い
て

の
一
般
的
で
、
事
態
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
要
件
（
訪
問
販
売
取
引
に
よ
っ
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
）
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
撤

回
権
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
社
会
的
消
費
者
保
護
モ
デ
ル
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
う
る
、
と
い
う
。
撤
回
権
に
つ
い
て
の
彼
女
の
立
場
を

ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
に
適
合
し
た
撤
回
権
は
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
そ

れ
の
よ
う
な
事
態
に
関
連
付
け
ら
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
と
結
び
つ
け
た
形
で
具
体
的
義
務
違
反

を
前
提
と
し
た
取
消
権
を
付
与
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
、
と
。
こ
こ
で
は
、
撤
回
権
が
問
題
と
し
得
る
領
域
が
限
定
さ
れ
、
且
つ

（
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
）
撤
回
権
の
持
つ
保
護
の
定
型
性
に
も
否
定
的
な
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。

D
a
u
n
er-L

ieb

の
見
解
は
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
に
基
づ
く
消
費
者
法
理
論
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
拠
れ
ば
、
消
費
者
保
護
も

特
別
私
法
と
し
て
民
法
か
ら
独
立
し
た
体
系
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
消
費
者
の
保
護
に
資
す
る
契
約
自
由

へ
の
介
入
は
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
に
依
拠
す
る
限
り
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
当
事
者
間
の
交
渉
力
の
格
差
に
基

づ
く
介
入
は
認
め
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
情
報
的
劣
位
の
補
償
に
よ
っ
て
契
約
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
だ
け
で
は
、

社
会
的
あ
る
い
は
経
済
的
な
不
均
衡
（Im

p
a
rita

t

）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
役
に
立
た
な
い
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
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情
報
的
劣
位
に
は
還
元
で
き
な
い
よ
う
な
当
事
者
間
の
不
均
衡
が
、
劣
位
に
あ
る
当
事
者
の
保
護
を
要
請
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
憲
法

上
（
法
体
系
上
の
価
値
判
断
と
し
て
）
是
認
さ
れ
て
い
る
現
在
の
法
状
況
に
お
い
て
、
補
償
さ
れ
る
べ
き
不
均
衡
を
情
報
上
の
も
の
に
限

定
す
る
こ
と
は
、
狭
き
に
失
す
る
理
解
と
い
え
る
。

⑵

Z
o
lln
er

ａ

Z
o
lln
er

の
見
解

Z
o
lln
er

も
、
い
わ
ゆ
る
「
消
費
者
保
護
」
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
消
費
者
」
に
は
、「
十
分
に
知
識
が
あ
り
、
十
分
に
富

裕
な
市
民
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
消
費
者
が
定
型
的
に
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
法
政
策
的
に
筋

の
通
っ
た
消
費
者
保
護
は
無
理
で
あ
る
。
平
均
的
な
市
民
に
お
い
て
も
、
問
題
の
あ
る
取
引
形
態
に
関
し
て
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
事
情

を
十
分
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別
な
保
護
の
必
要
性
は
な
い
。
ま
た
、
住
居
賃
貸
借
や
労
働
契
約
の
場
合
と
は
異
な
り
、
消

費
者
契
約
は
、
取
引
へ
の
依
存
お
よ
び
当
事
者
の
生
活
並
び
に
人
格
性
の
中
核
に
関
わ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
通
常
は
存
在
せ
ず
、
か
つ
大

抵
は
継
続
的
債
務
関
係
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
消
費
者
契
約
と
こ
れ
ら
の
契
約
を
同
一
線
上
に
並
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
訪
問
販
売

法
に
つ
い
て
も
、「
成
人
の
、
自
己
責
任
を
負
い
、
自
己
決
定
の
下
で
行
為
す
る
市
民
と
い
う
像
に
対
す
る
奇
妙
な
矛
盾
」
で
あ
る
。「
訪

問
販
売
に
お
け
る
詐
欺
的
利
得
、
老
人
や
援
助
を
必
要
と
す
る
人
々
へ
の
甘
い
勧
誘
」
に
対
し
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
二
項
の
大
胆
な

運
用
と
こ
れ
を
補
充
す
る
法
律
に
よ
っ
て
十
分
に
対
処
さ
れ
て
き
た
と
評
価
す
る
。Zo

lln
er

は
、
国
家
か
ら
自
由
に
自
ら
の
法
的
な
関
係

を
形
成
す
る
こ
と
を
市
民
に
許
す
と
い
う
私
法
の
政
治
的
役
割
の
実
現
を
担
保
す
る
私
的
自
治
が
、
撤
回
権
に
よ
っ
て
広
範
囲
に
わ
た
っ

て
著
し
く
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、Z

o
lln
er

は
、
前
述
の
よ
う
な
「
害
さ
れ
た
契
約
均
衡
」
を
契
機
と
し
て
一
度
締
結
さ
れ
た
契
約
に
介
入
す
る
こ
と
に
は
批
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判
的
で
あ
る
。Z

o
lln
er

に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
力
の
対
等
性
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
あ
る
者
が
他
者
に
特
別
な

事
情
に
基
づ
い
て
依
存
し
て
い
る
場
合
で
あ
る（
た
と
え
ば
、
労
働
関
係
）。
ま
た
、
市
場
支
配
力
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
供
給
者
が

独
占
者
で
あ
り
、
需
給
者
が
大
勢
の
中
の
一
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
力
の
不
対
等
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
法
が

契
約
自
由
に
介
入
で
き
る
の
は
、
た
と
え
ば
労
働
法
の
領
域
に
お
い
て
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
よ
う
な
、「
特
定
の
契
約
の
種
類
に
お
い

て
契
約
自
由
の
定
型
的
な
機
能
不
全
が
弊
害
を
も
た
ら
す
場
合
」
で
あ
る
。

以
上
は
、
一
九
八
八
年
段
階
のZ

o
lln
er

の
見
解
の
要
約
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
九
年
一
一
月
二
九
日
の
第
三
回
銀
行
学
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
お
け
る
彼
の
報
告
は
、
以
上
の
よ
う
な
態
度
の
軟
化
を
窺
わ
せ
る
。Zo

lln
er

は
、
依
然
と
し
て
訪
問
販
売
法
を「
確
か
に
私
に
と
っ

て
こ
の
法
律
は
共
感
で
き
な
い
」
し
つ
つ
、
事
態
適
合
的
か
つ
平
等
原
則
に
基
づ
く
解
釈
の
下
で
保
証
に
も
同
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を

肯
定
し
、
さ
ら
に
、
撤
回
権
の
類
推
適
用
が
判
例
・
学
説
の
心
を
痛
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
な
が
ら
、
消
費
者
信
用
法
の

保
証
へ
の
類
推
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
我
々
の
問
題
領
域
に
絞
っ
て
言
え
ば
、私
は
消
費
者
保
証
へ
の
消
費
者
信
用
法
の
適
用
に
不
利
益
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
。な
ぜ
な
ら
、

充
実
し
た
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
は
私
的
自
治
の
本
質
的
な
機
能
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
点
で
は
、
こ
の
消
費
者

保
護
法
は
多
大
な
功
績
が
あ
る
。
正
し
く
理
解
さ
れ
た
ド
ク
マ
ー
テ
ィ
ク
の
使
命
は
、
こ
れ
ら
の
義
務
を
折
衷
主
義
的
な
立
法
者
の
偶
然

に
結
び
付
け
て
制
限
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
義
務
を
首
尾
一
貫
し
安
定
し
て
展
開
さ
せ
こ
の
法
律
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で

あ
る
。」

こ
の
報
告
の
中
で
旧
説
を
改
め
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
軽
率
で
あ
ろ
う
が
、
態
度
の
変
化
は
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
の
変
化

は
、
消
費
者
法
と
民
法
の
関
係
に
つ
い
て
九
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で
展
開
さ
れ
て
い
る
理
解
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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既
存
の
法
理
の
活
用

と
こ
ろ
で
、
一
九
八
八
年
のZ

o
lln
er

は
、
撤
回
権
の
扱
う
問
題
が
既
存
の
法
理
の
柔
軟
な
活
用
に
よ
っ
て
十
分
に
対
処
さ
れ
て
き
た
、

と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、Z

o
lln
er

の
見
解
を
補
充
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
対
処
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
対
処
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。

第
一
は
、
何
ら
か
の
法
律
の
存
在
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ら
の
法
律
を
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
を
介
し
て
契
約

の
効
果
に
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
法
規
は
、
営
業
法
（G

ew
O

）
五
六
条
一
項
六
号
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
路
上
営
業

に
お
け
る
貸
付
取
引
の
締
結
及
び
そ
の
仲
介
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
判
例
は
、
こ
れ
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
の
意
味
に
お
け
る
禁
止
法
規
と

理
解
し
て
、
契
約
の
無
効
を
導
い
た
。
学
説
も
概
ね
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
肯
定
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
訪
問
販
売
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、

こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
限
り
で
、
こ
の
法
律
の
禁
止
法
規
と
し
て
の
性
格
は
失
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

第
二
の
も
の
は
、
上
記
の
よ
う
な
法
律
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
一
般
条
項
や
契
約
締
結
上
の
過

失
法
理
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
条
項
を
用
い
た
も
の
と
し
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
の
良
俗
違
反
が
比
較
的
多
い
。
そ
の
中
で
判

例
は
、
訪
問
販
売
法
一
条
に
お
け
る
不
意
打
ち
状
況
が
契
約
全
体
の
良
俗
違
反
性
の
徴
表
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ

に
対
し
て
、L

o
ren

z

は
、
こ
の
当
時
の
良
俗
違
反
に
つ
い
て
の
判
決
は
、
特
殊
な
事
情
に
関
連
す
る
も
の
で
、
内
容
的
基
準
に
も
拠
っ
て

い
る
、
と
指
摘
す
る
。

契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
用
い
た
救
済
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばP

eter G
o
ttw

a
ld

が
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
取
引
当
事

者
は
、
自
ら
の
利
益
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
範
囲
で
相
手
の
状
況
に
配
慮
し
、
顧
客
に
情
報
を
与
え
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
十

分
な
熟
慮
期
間
を
与
え
る
こ
と
な
く
相
手
方
に
経
済
的
に
か
な
り
負
担
と
な
る
取
引
を
押
し
付
け
た
者
は
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
義
務
に
違

反
し
た
こ
と
に
な
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
撤
回
権
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
不
意
打
ち
を
受
け
た
者
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失

北研45(3・ )111 555

消費者保護法規による意思表示法の実質化⑵



に
基
づ
い
て
、
契
約
上
の
請
求
権
か
ら
の
解
放
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
広
範
に
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
た
現
在
、

契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
補
充
性
に
鑑
み
て
、
そ
の
適
用
領
域
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
契

約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
用
い
た
対
処
に
つ
い
て
は
、
後
にL

o
ren

z

が
着
目
し
、
そ
の
活
用
を
積
極
的
に
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

こ
と
は
、
後
述
の
通
り
で
あ
る
。

⑶

B
y
d
lin
sk
i

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
学
の
重
鎮
の
ひ
と
りF

ra
n
z B

y
d
lin
sk
i

は
、D

a
u
n
er-L

ieb

に
よ
り
つ
つ
「
取
引
的
接
触
に
お
い
て
、
強
度
の

（
具
体
的
ま
た
は
定
型
的
な
）情
報
格
差
が
存
在
す
る
場
合
、
よ
り
多
く
情
報
を
有
す
る
当
事
者
に
は
、
相
手
方
に
、
と
り
わ
け
消
費
者
に
、

要
求
可
能
な
程
度
に
そ
の
者
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
事
情
に
つ
い
て
情
報
提
供
す
べ
き
義
務
を
負
う
」
と
す
る
（
第
一
三
〇
原
理
）。

さ
ら
に
、D

a
u
n
er-L

ieb

よ
り
も
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
自
ら
に
有
利
に
、
有
意
な
情
報
あ
る
い
は
期
待
可
能
な
代
替
案
と
の
間
の
選
択
の

自
由
に
つ
い
て
明
確
な
格
差
、
と
り
わ
け
構
造
的
な
格
差
が
存
在
す
る
取
引
的
接
触
の
当
事
者
に
は
、
契
約
内
容
を
相
手
方
に
不
利
と
な

る
よ
う
著
し
く
不
均
衡
に
形
成
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。」
と
し
て
、
形
式
的
・
一
般
的
な
原
理
を
補
充
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し

な
が
ら
、「
消
費
者
」の
概
念
は
い
か
な
る
内
容
を
採
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
法
的
保
護
を
必
要
と
す
る
重
大
な
力
の
格
差
ま
た
は
情
報

格
差
が
あ
る
と
い
う
事
態
を
十
分
に
記
述
し
、
限
界
付
け
る
も
の
で
は
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
。

撤
回
権
に
対
し
て
も
、
経
験
も
あ
り
情
報
も
十
分
に
持
っ
て
い
る
法
律
家
ま
た
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
、「
消
費
者
」で
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
熟
慮
の
う
え
で
締
結
し
た
（
訪
問
販
売
）
契
約
を
随
意
に
破
棄
す
る
と
い
う
の
は
、
約
束
違
反
を
犯
す
も
の
に
過
ぎ
ず
全
く
正
当
化

で
き
な
い
、
と
疑
問
を
呈
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
、
経
営
者
や
経
済
関
係
の
法
律
家
、
民
事
法
の
教
授

な
ど
に
対
す
る
撤
回
権
の
目
的
論
的
制
限
を
提
案
す
る
。
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B
y
d
lin
sk
i

は
、
撤
回
権
の
よ
う
な
特
別
規
定
が
、
そ
の
形
式
的
か
つ
定
型
的
な
規
定
の
仕
方
の
た
め
に
、
そ
の
保
護
に
と
っ
て
本
来
関

連
の
あ
る
事
情
や
原
理
を
極
端
に
逸
脱
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
こ
で
、
消
費
者
保
護
規
定
の
類
推
適
用
や
目
的
論
的
制
限
が
喚
起
さ

れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
消
費
者
保
護
法
（K

S
ch
G

）
は
、
自
立
し
た
別
個
の
体
系
の
一
部
な
の
で
は
な
く
、
一
般
民
事
法
に
お
け
る
「
特

別
法
（S

o
n
d
erg

esetz

）」
に
す
ぎ
な
い
。B

y
d
lin
sk
i

の
指
摘
は
、
消
費
者
保
護
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
規
を
い
わ
ゆ
る
「
特
別
私
法

（S
o
n
d
erp

riv
a
trech

t
）」の
形
成
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
一
般
民
事
法
の
中
で
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
特
別
法
で
あ
る
我
が
国
の
消
費
者
契
約
法
の
あ
り
方
を
考
え
る
う

え
で
も
、
示
唆
的
で
あ
る
。

二

L
o
ren

z

の
撤
回
権
論

S
tep

h
a
n L

o
ren

z

は
、
そ
の
教
授
資
格
論
文
に
お
い
て
、「
望
ま
れ
ぬ
契
約
」
か
ら
の
解
放
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
撤
回
権
を
論
じ
、

そ
の
法
政
策
的
妥
当
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
や
は
り
保
護
の
定
型
性
が
も
つ
過
剰
性
と
過
少
性
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
こ
の
点
の
指
摘
を
超
え
て
、L

o
ren

z

が
展
開
す
る
撤
回
権
論
は
、
従
来
の
個
別
の
議
論
を
集
大
成
し
た
上
で
考
察
さ
れ
て
お
り
、
本

稿
に
お
け
る
考
察
に
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
こ
で
、
や
や
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑴

訪
問
販
売
取
引

L
o
ren

z

の
撤
回
権
論
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
撤
回
権
の
帰
責
モ
デ
ル
を
問
う
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。L

o
ren

z

は
、
契
約
の
拘
束

力
の
承
認
に
お
い
て
は
契
約
信
義
の
原
則
が
優
先
す
る
こ
と
か
ら
、
契
約
の
解
消
可
能
性
の
方
が
正
当
化
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
。
つ

ま
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
形
式
的
自
己
決
定
を
前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
実
質
的
自
己
決
定
が
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
契
約
の
解
消
権
を
認
め
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る
こ
と
が
契
約
信
義
の
原
則
に
反
し
な
い
と
い
え
る
の
は
、
意
思
形
成
ま
た
は
そ
の
伝
達
の
瑕
疵
が
相
手
方
に
帰
責
可
能
な
場
合
に
限
ら

れ
る
、
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
の
帰
責
の
度
合
い
が
強
け
れ
ば
、
表
意
者
の
契
約
解
消
の
利
益
が
よ
り
顧
慮
さ
れ
、
そ
の
度

合
い
が
弱
け
れ
ば
、,,p

a
cta su

n
t serv

a
n
d
a
“

原
則
か
ら
の
逸
脱
は
、
表
意
者
の
抜
き
ん
出
た
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
あ
る
い
は

相
手
方
の
利
益
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
調
整
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
問
題
と
な
る
帰
責
原
理
が
、
誘
因
原
理

（V
era

n
la
ssu

n
g
sp
rin
zip

）、
有
責
性
原
理
（V

ersch
u
ld
en
sp
rin
zip

）
及
び
リ
ス
ク
原
理
（R

isik
o
p
rin
zip

）
で
あ
る
。
た
だ
、
純
粋

な
誘
因
原
理
は
帰
責
性
要
件
の
放
棄
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
実
際
に
は
、
後
二
者
の
み
を
問
題
と
す
る
。L

o
ren

z

は
、
こ
の
よ
う
な
前

提
に
基
づ
い
て
撤
回
権
を
論
ず
る
。

ま
ず
、
訪
問
販
売
取
引
自
体
は
、
違
法
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
撤
回
権
が
実
際
の
不
意
打
ち
で
は
な
く
不
意
打
ち
可
能
性
に
結
び

付
け
ら
れ
る
以
上
、（
行
為
の
違
法
を
前
提
と
す
る
）有
責
性
原
理
は
排
除
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
決
定
的
な
の
は
、
表
意
者
の
決
定
自
由
の

危
殆
化
が
事
業
者
に
由
来
し
、
事
業
者
に
支
配
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
リ
ス
ク
原
理
あ
る
い
は
危
殆
化
責
任
の

考
え
方
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
撤
回
権
に
は
限
定
列
挙
主
義
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

訪
問
販
売
取
引
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
、
保
護
の
必
要
性
と
正
当
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
保
護
が
過
剰
に
な
る
場
合
が

あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
、
撤
回
権
が
、
実
際
に
不
意
打
ち
が
生
じ
た
こ
と
を
問
題
と
せ
ず
、
さ
ら
に
、
定
型
的
に
不
意
打
ち
が
生
じ
な
い

特
定
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
目
的
論
的
制
限
が
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
事
業
者
側
に
と
っ
て
、
撤
回
権
の
法
的
効
果
は
、

前
提
と
な
る
状
況
の
定
型
化
に
よ
っ
て
、「
認
識
可
能
で
、
計
算
可
能
で
あ
り
か
つ
｜

と
り
わ
け
、
具
体
的
な
撤
回
に
つ
い
て
の
教
示
を

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
｜

操
縦
可
能
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
定
型
化
さ
れ
た
保
護
に
お
け
る
過
剰
は
、
十
分

甘
受
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
こ
の
定
型
性
か
ら
撤
回
根
拠
の
抑
制
及
び
裁
判
所
に
よ
る
法
継
続
形
成
の
限
定
的
態
度

が
求
め
ら
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
撤
回
権
に
よ
る
保
護
は
、
法
律
上
規
定
さ
れ
た
定
型
的
な
場
面
の
み
を
規
律
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
意
打
ち
あ
る

い
は
威
圧
に
よ
っ
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
護
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
事
例
が
生
じ
る
。
む
し
ろ
、
定
型
化
が
撤
回

権
の
抑
制
を
要
請
す
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
抑
制
は
必
然
的
に
保
護
の
欠
缺
を
作
り
出
す
。
こ
の
場
合
、
撤
回
権
に
よ
る
保
護
の
み
で
対

処
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、「
望
ま
れ
ぬ
契
約
」か
ら
の
救
済
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
事
例

に
お
け
る
実
際
の
不
意
打
ち
の
有
無
に
着
目
す
る
救
済
手
段
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、L

o
ren

z

は
、
撤
回
権
に

代
わ
っ
て
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
用
い
た
解
決
を
提
唱
す
る
。

こ
こ
で
特
筆
に
価
す
る
の
は
、
右
の
よ
う
な
批
判
に
関
わ
ら
ず
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
撤
回
権
を
意
思
瑕
疵
の
法
の
重
要
な
付
随

的
法
制
度
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。L
o
ren

z

が
問
題
に
す
る
の
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
用
い
た
解
決
こ
そ
が
正
道

の
解
決
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
撤
回
権
に
よ
る
保
護
が
却
っ
て
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
用
い
た
解
決
の
発
展
の
途
を
阻
害
し
て

い
る
と
い
う
と
い
う
法
事
実
的
な
影
響
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、L

o
ren

z

に
よ
る
撤
回
権
批
判
は
、
状
況
関
連
型
に
関
す
る
限
り
で
は
、

契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
用
い
た
解
決
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

⑵

消
費
者
信
用
契
約

こ
れ
に
対
し
て
、L
o
ren

z

は
、
消
費
者
信
用
契
約
の
よ
う
な
契
約
類
型
関
連
型
の
撤
回
権
で
は
、
相
手
方
へ
の
帰
責
の
要
件
が
放
棄
さ

れ
て
お
り
、
正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
特
定
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
の
事
業
者
の
市
場
参
加
自
体
は
、
撤
回
権
を
正
当

化
す
る
に
値
す
る
他
者
に
対
す
る
特
別
な
危
殆
化
に
は
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
割
賦
販
売
に
お
い
て
は
、
す
ぐ
に
支
出

す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
支
出
が
軽
減
さ
れ
た
う
え
で
、
商
品
を
す
ぐ
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
る
消
費
者
の
自
制
心
の
喪
失
（E

n
th
em
m
u
n
g

）
に
着
目
し
、
事
業
者
が
支
払
い
の
猶
予
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な

北研45(3・ )115 559

消費者保護法規による意思表示法の実質化⑵



自
制
心
の
喪
失
を
帰
責
可
能
な
形
で
惹
起
す
る
こ
と
に
、
帰
責
の
契
機
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
単
な

る
市
場
参
加
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
特
別
な
危
殆
化
が
存
在
す
る
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
消
費
者
信
用
契
約

に
お
い
て
は
、
事
業
者
の
帰
責
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
帰
責
性
の
観
点
か
ら
契
約
解
消
を
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
加
え
て
、
消
費
者
信
用
契
約
に
お
け
る
撤
回
権
に

関
し
て
は
、
消
費
者
の
抜
き
ん
出
た
要
保
護
性
も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
要
保
護
性
は
、
義
務
づ
け
に
伴
う
、
現
実
に
重
大
で
生

存
を
脅
か
す
よ
う
な
結
果
に
よ
っ
て
、
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
利
益
の
優
越
は
個
別
事
例
に
密
接
に
関
連
し

て
い
る
た
め
、
定
型
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
撤
回
権
の
帰
責
性
は
、
抜
き
ん
出
た
要
保
護
性
と
い
う
観
点
か

ら
基
礎
付
け
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

た
だ
、
売
主
に
対
す
る
関
係
で
は
依
然
と
し
て
正
当
化
が
困
難
で
は
あ
る
が
、
そ
の
保
護
の
必
要
性
自
体
は
認
め
ら
れ
る
、
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
割
賦
販
売
で
は
、
支
払
い
の
負
担
を

些
細
な
も
の
に
見
せ
る
効
果

（V
ern

ied
lich

u
n
g
seffek

t

）
を
伴
っ
て
お
り
、
自
ら

の
需
要
に
つ
い
て
誤
っ
た
判
断
を
す
る
危
険
が
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
消
費
者
信
用
法
は
、
割
賦
販
売
法
と
は
異
な
り
、
支
払
猶
予
の

場
合
に
も
有
償
性
要
件
を
課
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
無
償
、
す
な
わ
ち
利
息
等
の
付
か
な
い
割
賦
販
売
に
お
い
て
は
、
撤
回
権
が
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
今
度
は
逆
に
、
保
護
が
制
限
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
過
剰
負
債
の
状
態
は
大
抵
撤
回
期
間
を
過
ぎ
て
は
じ
め
て
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
か
ら
、
消
費
者
信
用
法
に
お
け

る
撤
回
権
は
、
そ
の
点
で
保
護
手
段
と
し
て
は
用
を
な
さ
な
い
。
さ
ら
に
、
契
約
類
型
関
連
的
撤
回
権
は
、
同
様
の
危
険
性
を
持
つ
法
律

行
為
の
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
立
法
者
は
経
済
の
進
展
に
伴
い
新
た
な
契
約
類
型
に
新
た
な
撤
回
権

を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
消
費
者
契
約
を
対
象
と
し
た
一
般
的
撤
回
権
へ
の
道
を

開
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
当
然
な
が
ら
、
保
護
の
過
剰
と
い
う
問
題
も
生
じ
る
。
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
撤
回
権
に
お
い
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て
は
、
不
意
打
ち
状
況
と
契
約
締
結
と
の
間
の
因
果
関
係
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
消
費
者
信
用
に
お
い
て
は
、
特
定
の
契
約
類
型
に
よ

る
契
約
締
結
が
撤
回
権
と
い
う
効
果
に
そ
の
ま
ま
直
結
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
消
費
者
が
実
際
に
は
熟
慮
の
う
え
で
契
約
し
た
と
し
て

も
、
撤
回
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、L

o
ren

z

は
、
消
費
者
信
用
契
約
に
お
け
る
撤
回
権
は
「
現
代
に
お
け
る
債
務
拘
留
」
の
問
題
の
解
決
に
大
き
な
寄
与

を
な
す
も
の
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
。

三

C
a
n
a
ris

の
反
論

右
に
見
た
よ
う
に
多
く
の
有
力
な
論
者
が
、
撤
回
権
の
法
技
術
的
問
題
性
を
指
摘
し
、
別
の
法
制
度
、
と
り
わ
け
取
消
し
や
無
効
、
契

約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
用
い
た
解
決
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、C

a
n
a
ris

は
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
態
度

を
と
る
。

⑴

撤
回
権
に
つ
い
て
のC
a
n
a
ris

の
見
解

ａ

撤
回
権
一
般
お
よ
び
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
撤
回
権
に
つ
い
て

C
a
n
a
ris

に
拠
れ
ば
、
撤
回
権
は
、
事
実
的
な
決
定
自
由
の
保
護
の
制
度
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
撤
回
権
が

一
定
期
間
契
約
の
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
正
当
と
い
え
る
の
は
、
決
定
自
由
の
保
護
の
た
め
に
方
式
規
定
を
定
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
私
的
自
治
を
制
限
す
る
こ
と
が
原
則
的
に
問
題
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
定
型
化
さ
れ
た
手
段
に
よ
っ
て
決
定
自
由
を
保
護

す
る
こ
と
は
、
従
来
の
民
法
の
体
系
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
由
主
義
的
な
情
報
提
供
モ
デ
ル
に
拠
っ
て
立
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
撤
回
権
は
、
他
の
救
済
手
段
と
比
べ
て
、
よ
り
穏
や
か
で
よ
り
効
率
的
な
手
段
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
撤
回
権
は
、
そ
れ
が
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撤
回
権
者
へ
の
教
示
の
義
務
と
結
び
付
け
ら
れ
、
撤
回
権
者
が
自
ら
の
法
的
可
能
性
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
一
三
八
条
や
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
よ
り
も
本
質
的
に
よ
り
効
率
的
な
保
護
制
度
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
訪
問
販
売
取
引
に
お

い
て
、
そ
の
不
意
打
ち
的
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
又
は
一
三
八
条
に
基
づ
く
無
効
若
し
く
は
契
約
締
結
上
の
過
失

に
基
づ
く
契
約
解
消
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
は
、
撤
回
権
の
付
与
の
方
が
、
本
質
的
に
よ
り
良
く
両
当
事

者
の
利
益
を
考
慮
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
一
方
で
、
要
件
的
に
は
、「
不
意
打
ち
」が
良
俗
あ
る
い
は
信
義
則
に
反
し
て
い
る
も
の
と

評
価
さ
れ
る
の
は
、
か
な
り
重
大
な
も
の
に
限
ら
れ
る
し
、
他
方
で
、
無
効
あ
る
い
は
取
消
と
い
う
法
律
効
果
は
、
不
必
要
に
広
範
に
及

ぶ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
要
件
・
効
果
と
も
に
大
掛
か
り
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
撤
回
権
が
、
具
体
的
に
要
保
護
性
の
な
い
事
例
に
お
い
て
適
用
さ
れ
、
要
保
護
性
の
あ
る
事
例
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な
い
点

に
つ
い
て
は
、
要
件
的
側
面
に
関
し
て
は
法
定
安
定
性
を
、
法
律
効
果
的
側
面
に
関
し
て
は
そ
の
相
当
性
を
得
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ

れ
程
高
く
つ
く
代
償
で
は
な
い
と
す
る
。
第
一
に
、
定
型
化
は
、
不
意
打
ち
を
さ
れ
た
者
に
対
す
る
撤
回
権
に
つ
い
て
の
教
示
の
基
礎
を

作
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
曖
昧
な
一
般
条
項
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
の
か
な
い
の
か
は
っ
き

り
し
な
い
撤
回
権
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
用
心
の
た
め
に
、
教
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
示
に
は
、
二
つ
の
利
点
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
意
打
ち
を
受
け
た
者
に
法
状
況
を
知
ら
せ
る
と
い
う
点
と
相
手
方
の
た
め
に
撤
回
期
間
の
明
確
な
始
期
を
確
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
両
方
の
側
の
利
益
の
相
当
な
調
整
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
要
保
護
性
の
無

い
者
に
つ
い
て
ま
で
保
護
が
及
ん
で
し
ま
う
と
い
う
法
技
術
的
な
問
題
、「
た
と
え
ばW

o
lfg
a
n
g Z

o
lln
er

やF
ra
n
z B

y
d
lin
sk
i

の
よ

う
な
者
さ
え
、〔
彼
ら
が
〕撤
回
権
を
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
容
易
な
約
束
違
反
へ
の
可
能
性
ゆ
え
に
嫌
悪
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
撤
回
権
を
享
受
す
る
こ
と
」
も
、「
必
要
な
定
型
化
の
避
け
ら
れ
な
い
付
随
的
効
果
と
し
て
、」
十
分
甘
受
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

訪
問
販
売
法
に
お
け
る
撤
回
権
が
、独
立
し
た
事
業
の
従
事
と
し
て
契
約
を
締
結
す
る
顧
客
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
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「
こ
れ
ら
の
者
は
、
自
ら
の
事
業
の
範
囲
に
お
い
て
、
訪
問
販
売
取
引
の
場
合
の
特
殊
な
状
態
も
十
分
に
耐
え
る
能
力
が
あ
り
、
か
つ
必
要

な
場
合
に
は
望
ま
な
い
契
約
締
結
か
ら
自
ら
防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」、
並
び
に
そ
の
よ
う
な
者
は
、「
通
常
、
そ
の
よ
う
な
取
引

を
行
う
こ
と
も
頻
繁
で
あ
り
、
そ
の
際
経
験
を
得
て
お
り
、
そ
れ
故
保
護
が
必
要
で
あ
る
と
は
見
ら
れ
な
い
」
と
い
う
立
法
者
の
見
解
を

引
き
つ
つ
、
こ
の
点
に
も
強
い
類
型
化
の
原
因
が
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
人
間
は
、
自
ら
の
職
業
領
域
に
お
い
て
は
、
私
的

領
域
に
お
け
る
の
よ
り
も
頑
丈
に
身
を
守
り
、
私
的
領
域
に
お
け
る
の
よ
り
も
そ
う
簡
単
に
は
言
葉
巧
み
に
売
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
の
が
常
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
プ
ロ
に
対
す
る
ノ
ン
プ
ロ
の
保
護
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

⑵

消
費
者
信
用
契
約
に
お
け
る
撤
回
権
に
つ
い
て

C
a
n
a
ris

は
、L

o
ren

z

が
激
し
く
批
判
す
る
消
費
者
信
用
契
約
に
お
け
る
撤
回
権
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
擁
護
す
る
。

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
契
約
類
型
あ
る
い
は
契
約
対
象
に
結
び
つ
い
て
い
る
撤
回
権
に
お
い
て
は
、
決
定
自
由
へ
の
特
殊
な
危
険
が
そ
の

契
約
対
象
に
由
来
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
割
賦
販
売
取
引
に
お
い
て
は
、「
こ
の
唆
し
は
、
心
理
学
的
に
説
明
が
つ
く
。
な
ぜ
な

ら
、
将
来
に
な
っ
て
初
め
て
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
負
債
は
、
現
在
の
楽
し
み
の
見
返
り
と
し
て
大
抵
は
過
小
評
価
さ
れ
る
し
、
ま

た
価
額
の
割
賦
に
よ
る
分
割
は
こ
の
債
務
の
範
囲
を
覆
い
隠
す
か
ら
あ
る
。」Ca

n
a
ris

は
、
こ
のH

eck

の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
割
賦
で

あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
の
軽
視
と
実
際
の
支
払
額
の
隠
匿
と
い
う
効
果
を
重
視
す
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
こ
と
は
、
割
賦
以
外
の
消

費
貸
借
や
支
払
猶
予
に
も
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
借
主
は
、
目
下
の
欲
求
の
た
め
に
浪
費
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
返
済
義
務
が

将
来
に
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
代
金
の
半
分
は
一
年
経
つ
ま
で
支
払
う
必
要
が
な
い
と
い
う
の
は
、
大
き
な
誘
惑
効
果（V

erlo
ck
u
n
g
s-

effek
t

）
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
要
保
護
性
は
、
学
説
が
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
契
約
の
複
雑
性
の
み
で
は
説
明
が
付
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
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一
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
複
雑
性
は
、
情
報
提
供
義
務
な
ど
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
、
消
費
者
信
用
法
の
適

用
外
に
あ
る
事
業
者
も
、
自
営
業
者
や
中
小
の
商
人
に
お
い
て
は
、
複
雑
な
金
融
関
係
の
事
柄
に
つ
い
て
十
分
な
経
験
を
有
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
消
費
者
信
用
法
に
お
い
て
は
、
同
時
に
前
述
の
誘
惑
効
果
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
職
業
的
領
域
に
お
い
て
は
、
信
用
を
受
け
る
こ
と
は
、
通
常
の
経
済
の
当
然
の
措
置
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
惹
き
付
け
の

危
険
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
全
く
不
合
理
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
上
、
こ
の
領
域
で
は
、
信
用
を
受
け
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
（
そ
の
与
信

に
基
づ
い
た
事
業
の
遂
行
に
よ
っ
て
）
更
な
る
価
値
の
創
造
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
消
費
は
、

経
済
的
に
見
れ
ば
、
必
然
的
に
、
消
費
者
に
と
っ
て
価
値
の
費
消
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
者
信
用
に
は
、
そ
の
対
象

か
ら
す
で
に
、
法
的
な
保
護
措
置
を
正
当
化
す
る
特
殊
な
危
険
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
支
払
い
を
後
に
し
て
今
す
ぐ
消
費
で
き
る

こ
と
は
、
特
に
誘
惑
的
に
作
用
し
て
お
り
、
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
リ
ス
ク
は
、
信
用
を
受
け
る
こ
と
が
文
字
通
り
購
入
し
た
物
の「
消
費
」

を
容
易
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
い
っ
そ
う
、
深
刻
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
契
約
の
複
雑
性
と
誘
惑
効
果
が
協
働
し
て

規
制
を
基
礎
づ
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
、C

a
n
a
ris

は
、
リ
ス
ク
が
現
実
化
す
る
の
が
撤
回
期
間
の
徒
過
の
後
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
十
分
納
得
の
い

く
反
論
と
は
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
借
主
が
、
と
も
か
く
少
な
く
と
も
一
定
期
間
、
自
ら
に
生
じ
た
負
担
と
リ
ス
ク
を
考
量
す
る
機
会

を
受
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
借
主
が
、
た
と
え
ば
自
ら
の
現
在
の
財
政
的
支
出
を
合
計
し
、
そ
れ
を
推
定
さ
れ
る
収
入
と
照
ら
し

合
わ
せ
、
配
偶
者
と
相
談
を
す
る
こ
と
な
ど
を
可
能
に
す
る
。
さ
ら
に
同
じ
批
判
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
六
六
条
、
七
八
〇
条
以
下
の
よ
う
な
多

く
の
方
式
要
件
に
も
当
て
は
ま
る
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
、
役
に
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
、（
形
式

的
）
契
約
自
由
へ
の
不
相
当
な
制
限
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
も
付
加
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
消
費
者
信
用
契
約
に
お
け
る
撤
回
権
が
、
当
該
契
約
形
態
の
特
殊
な
リ
ス
ク
へ
の
妥
当
な
対
応
で
あ
り
、
そ
の
要
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件
的
定
型
化
は
、
目
指
さ
れ
る
保
護
目
的
の
実
現
か
ら
そ
れ
程
遠
ざ
か
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
「p

a
cta su

n
t serv

a
n
d
a

原
則
の
突
破
は
、
事
態
に
即
し
十
分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

四

小
括

往
々
に
し
て
Ｅ
Ｃ
（
Ｅ
Ｕ
）
指
令
に
基
づ
く
消
費
者
保
護
規
定
の
導
入
は
、
ド
イ
ツ
の
学
者
た
ち
に
と
っ
て
受
け
入
れ
難
い
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。
撤
回
権
の
導
入
・
拡
大
も
そ
の
一
例
た
り
得
る
こ
と
は
、
右
の
検
討
で
分
か
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
批
判
者
た

ち
が
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
単
な
る
事
業
者
側
の
利
益
で
あ
っ
た
り
、
産
業
政
策
上
の
配
慮
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
こ
で
着
目
さ
れ
て
い
た
の
は
、
私
的
自
治
の
理
念
の
維
持
で
あ
る
。Z

o
lln
er

よ
れ
ば
、
私

法
が
市
民
に
自
己
責
任
を
課
し
続
け
る
べ
き
な
の
は
、
福
利
の
増
大
と
い
う
功
利
主
義
的
な
根
拠
だ
け
か
ら
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
政
治
的
秩
序
に
お
け
る
自
由
が
保
障
さ
れ
る
の
は
、
独
立
し
て
事
業
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
が
法
的
制
限
に
よ
っ
て
阻
害

さ
れ
な
い
場
合
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
的
な
独
立
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
政
治
的
な
自
律
は
可
能
と
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
こ
か
ら
は
、
撤
回
権
を
積
極
的
に
評
価
す
る
に
せ
よ
、
時
と
し
て
私
的
自
治
を
過
剰
に
制
限
す
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
撤
回
権
の
も
つ
諸
刃
の
刃
の
性
格
を
十
分
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
も
、
撤
回
権
を
従
来
の
体

系
の
中
に
い
か
に
適
合
的
に
位
置
づ
け
る
の
か
が
、
問
題
と
な
ろ
う
。

批
判
者
側
も
必
ず
し
も
、
撤
回
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
消
費
者
の
利
益
が
お
よ
そ
現
行
私
法
秩
序
に
お
い
て
保
護
に
値
し
な
い

瑣
末
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
現
行
の
民
法
の
体
系
か
ら
は
み
出
す
問
題
で
あ
る
と
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
撤
回
権

に
代
わ
っ
て
、
別
の
制
度
に
よ
る
解
決
を
主
張
す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
彼
ら
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
法
技
術
的
な

性
格
、
す
な
わ
ち
具
体
的
に
要
保
護
性
の
な
い
者
に
も
保
護
が
付
与
さ
れ
る
場
合
が
（
例
外
的
に
）
生
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
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多
く
の
見
解
は
、
撤
回
権
に
よ
っ
て
も
保
護
さ
れ
な
い
場
合
が
存
在
し
、
こ
の
点
に
保
護
の
欠
缺
が
生
じ
る
こ
と
も
問
題
視
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
者
た
ち
の
主
張
か
ら
は
、
撤
回
権
が
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
性
は
、
既
存
の
民
法
上
の
制
度
に
お
い
て
扱
う
こ
と
が
で

き
る
し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
問
題
性
は
、
い
わ
ゆ
る
「
特
別
私
法
」
の
枠
内
で
の
み
把

握
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
一
般
民
事
法
に
お
い
て
解
決
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
法
政
策
的
に
は
、
我
々
は
撤
回
権
か
ら
手
を
引
い
て
、
既
存
の
制
度
で
の
救
済
の
拡
大
の
み
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
撤
回
権
へ
の
批
判
に
対
し
て
、C

a
n
a
ris

の
反
論
は
、
そ
の
法
技
術
的
有
用
性
の
確
認
と
欠
点
に
対
す
る
擁
護
を
、
説
得
的
に
行
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
既
存
の
制
度
を
用
い
た
場
合
に
は
、
要
件
を
過
大
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
瑕
疵
の
証
明
を

要
す
る
こ
と
に
な
り
、
保
護
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
る
面
が
生
じ
か
ね
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
要
件
を
緩
和
し
す
ぎ
る
と
、
こ
れ
に
比
し

て
、
効
果
が
過
大
に
な
り
す
ぎ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
撤
回
権
は
、
定
型
化
さ
れ
た
要
件
と
短
か
い
契
約
解
消
期
間
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題

に
巧
み
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
定
型
化
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
自
体
は
、
従
来
の
民
法
典
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
は
な

い
。C

a
n
a
ris

は
、
そ
の
例
と
し
て
方
式
の
強
制
を
挙
げ
て
い
る
。
我
が
国
の
民
法
典
に
つ
い
て
考
え
て
も
、
有
効
な
契
約
締
結
に
方
式
の

践
成
を
求
め
る
こ
と
は
、
そ
の
体
系
と
合
致
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
制
限
行
為
能
力
制
度
は
、
意
思
無
能
力
の
立
証
を
緩
和
す

る
目
的
で
定
型
的
な
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、
さ
ら
に
は
意
思
無
能
力
の
前
域
で
機
能
し
て
い
る
側
面

も
有
し
て
い
る
。
時
効
制
度
も
、
そ
の
存
在
理
由
に
お
い
て
こ
れ
を
実
際
の
権
利
状
態
に
つ
い
て
の
証
明
困
難
を
救
済
す
る
制
度
で
あ
る

と
解
す
る
場
合
、
制
度
趣
旨
に
比
し
て
適
用
範
囲
が
広
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
定
型
化
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
が
定
型
化
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
民
法
に
外
在
的
な
も
の
だ
と
か
、
異
質
な
も
の

だ
と
か
い
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
撤
回
権
が
そ
の
技
術
的
性
格
上
民
法
の
元
来
か
ら
の
体
系
に
馴
染
ま
な
い
制
度
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
撤
回
権
も
そ
の
独
自
の
領
域
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、L

o
ren

z

の
議

論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
撤
回
権
に
お
い
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
本
質
を
な
し
て
い
る
定
型
化
と
い
う
手
法
は
、
と
り
わ
け
継
続
形
成
の

局
面
に
お
い
て
、
固
有
の
限
界
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
具
体
例
と
と
も
に
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。
次
節
で
は
、
こ
の
定
型
化
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
そ
の
法
体
系
上
の
位
置
付
け
に
お
い
て
ど
う
考
慮
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
の
か
を
検
討
す
る
。

注63

撤
回
権
が
い
か
な
る
法
政
策
的
事
情
を
顧
慮
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
28
）
一
七
二
頁
以
下
、
我
が
国
の
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
に
関
し
て
は
近
藤
充
代
「
消
費
者
取
引
類
型
と
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
」
日
本
福
祉
大
学
経
済
論
集
八
号
（
一
九
九
四
年
）
二
一
頁
以
下
。

64

S
o
n
d
erp

riv
a
trech

t

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、F

ra
n
z B

y
d
lin
sk
i,
S
y
stem

 
u
n
d P

rin
zip
ien d

es P
riv
a
trech

t,
W
ien 1996,

S
.
415ff.

参
照
。

K
a
rl L

a
ren

z /M
a
n
fred W

o
lf,
A
llg
em
ein
er T

eil d
es B

u
rg
erlich

en R
ech

ts,
9.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 2004,

1,
F
n
.
51

は
、
特
別
私
法
の
概
念

を
「
限
定
さ
れ
た
適
用
領
域
に
つ
い
て
の
特
別
な
法
律
」
と
、M

ed
icu
s,
a
.a
.O
.
(F
n
.
30),

R
n
.
13,

S
.8

は
、「
個
別
の
職
業
集
団
ま
た
は
生
活
領
域
に
の

み
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
私
法
の
部
分
」
と
説
明
し
て
い
る
。U

lrich
 
P
reis,

D
er p

erso
n
lich

e A
n
w
en
d
u
n
g
sereich

 
d
er S

o
n
d
erp

riv
a
trech

te,

Z
H
R
 
158

(1994),
567,

569,
F
n
.
1

に
よ
れ
ば
、S

o
n
d
erp

riv
a
trrech

t

と
い
う
概
念
は
、
既
にK

o
n
ra
d C

o
sa
ck
,
L
eh
rb
u
ch d

es H
a
n
d
elsrech

ts,

8.
A
u
fl.,

1920
1 I,

S
.
1

が
用
い
て
い
る
（「
固
有
の
意
味
の
商
法
は
商
ま
た
は
商
人
の
特
別
私
法
で
あ
る
」
な
ど
の
定
義
）。

も
っ
と
も
、
実
は
こ
の
議
論
に
お
い
て
、
肝
心
の
「
特
別
私
法
」
と
い
う
概
念
の
中
身
が
、
不
明
確
で
あ
る
（D

a
zu z.B

.
P
eter B

u
lo
w
/M

a
rk
u
s A

rtz,

V
erb

ra
u
ch
erp

riv
a
trech

t,
H
eid
elb
erg 2003,

S
.
12

）。
以
下
の
叙
述
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
①
適
用
領
域
の
人
的
限
定
と
②
民
法
と
は
異
な
る
固
有

の
原
理
に
よ
る
正
当
化
を
、
そ
の
本
質
的
要
素
と
し
て
考
え
て
お
く
。
但
し
、
各
論
者
の
紹
介
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
こ
の
理
解
に
従
っ
て
い
な
い
場

合
も
あ
る
。

65

こ
の
見
解
に
属
す
る
の
は
、
後
掲
のR

eich

の
見
解
の
ほ
か
、K

o
n
sta
n
tin
 
S
im
itis,

V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz,

B
a
d
en
-B
a
d
en
 
1976;

U
d
o
 
R
eifn

er,

A
ltern

a
tiv
es W

irtsch
a
ftsrech

t a
m
 
B
eisp

irl d
er V

erb
ra
u
ch
erv

ersch
u
ld
u
n
g
,
N
eu
w
ied
/D
a
rm
sta
d
t 1979

な
ど
多
数
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
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こ
で
は
、R

eich

の
見
解
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
（R

eich

の
見
解
に
つ
い
て
は
、
上
野
達
也
「
特
別
私
法
論
の
展
開
と
民
法
の
再
編
（
一
）
｜

一

九
七
〇
年
代
・
八
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
法
論
争
を
手
が
か
り
と
し
て
｜

」
論
叢
一
五
九
巻
三
号
〔
二
〇
〇
六
年
〕
五
九
頁
以
下
が
あ
る
。）。

ま
た
、
こ
こ
で
言
う
消
費
者
法
説
を
批
判
的
に
検
討
す
るB

a
rb
a
ra
 
D
a
u
n
er-L

ieb
,
V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz
 
d
u
rch

 
A
u
sb
ild
u
n
g
 
ein
es
 
S
o
d
er-

p
rib
a
trech

ts fu
r V

erb
ra
u
ch
er:

S
y
stem

k
o
n
fo
rm
e W

eiteren
tw
ick

lu
n
g o

d
er S

ch
rittm

a
ch
er d

er S
y
stem

v
era

n
d
eru

n
g
?,
B
erlin 1983,

S
.
108ff.

を
、
ま
た
こ
の
消
費
者
法
説
をA

ltern
a
tiv
m
o
d
elle

と
呼
ん
で
い
るJo

sef
 
D
rex

l,
D
ie
 
w
irtsch

a
ftlich

e
 
S
elb
stb
estim

m
u
n
g
 
d
es

 
V
erb

ra
u
ch
ers:

E
in
e
 
S
tu
d
ie
 
zu
m
 
P
riv
a
t-
u
n
d
 
W
irtsch

a
ftsrech

t
 
u
n
ter

 
B
eru

ck
sich

tig
u
n
g
 
g
em
ein
sch

a
ftsrech

tlich
er
 
B
ezu

g
e,

T
u
b
in
g
en 1998,S

.29ff.

を
参
考
に
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
谷
本
圭
子
「
契
約
法
に
お
け
る
『
消
費
者
保
護
』
の
意
義
｜

適
用
範
囲
限
定
に
着
目
し
て
｜

」
立
命
二
八
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
三
九
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
消
費
者
法
説
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
受
け
た
理
論
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
（D

rex
l,
a
.a
.O
.,
S
.
25.

）。

66

こ
れ
ら
の
学
説
の
多
く
は
、
現
在
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
視
角
か
ら
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
の
決
別
を
模
索
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

K
la
u
s T

o
n
n
er,

D
ie R

o
lle d

es V
erb

ra
u
ch
errech

ts b
ei d

er E
n
tw
ick

lu
n
g ein

es eu
ro
p
a
isch

en Z
iv
ilrech

ts,
JZ 1996,

533

に
よ
く
表
れ
て

い
る
が
、
従
前
の
見
解
と
の
連
続
性
も
一
定
程
度
見
ら
れ
る
。

67

以
下
は
、
主
にN

o
rb
ert R

eich
,
M
a
rk
t u
n
d R

ech
t,
B
a
d
en
-B
a
d
en 1977,

S
.
179ff.

に
よ
る
。

68

こ
の
よ
う
な
使
用
価
値
と
交
換
価
値
の
対
比
と
い
う
構
図
は
、K

a
rl M

a
rx

の
資
本
論
、
し
か
も
そ
の
冒
頭
に
見
ら
れ
る
議
論
、
つ
ま
り
彼
の
商
品
論（
カ
ー

ル
・
マ
ル
ク
ス
﹇
著
﹈
今
村
仁
司
ほ
か
﹇
訳
﹈『
資
本
論
第
一
巻
（
上
）』〔
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
〕
五
五
頁
以
下
）
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

69

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、E

ik
e
 
S
ch
m
id
t,
V
o
n
 
d
er P

riv
a
t-
zu
r S

o
zia
la
u
to
n
o
m
ie:

V
o
rla
u
fig
e
 
G
ed
a
n
k
en
 
zu
r a

b
n
eh
m
en
d
en

 
G
esta

ltu
n
g
sk
ra
ft k

o
n
v
en
tio
n
eller ju

ristisch
er D

o
g
m
a
tik im

 
P
riv
a
trech

tssy
stem

 
Jo
sef E

sser zu
m
 
70.

G
eb
u
rtsta

g a
m
 
12.

3.
1980,

JZ 1980,
153,

154ff

な
ど
も
参
照
。

70

以
下
は
、
特
に
、D
a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
109ff.

に
よ
る
。

71

こ
の
点
は
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
﹇
著
﹈
今
村
仁
司
／
塚
原
史
﹇
訳
﹈『
消
費
社
会
の
神
話
と
構
造
』（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
五
年
〔
原
著
、
一

九
七
〇
年
〕）
が
、
生
々
し
い
ほ
ど
の
鮮
や
か
さ
を
も
っ
て
示
す
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

72

こ
の
場
合
の
「
社
会
的
未
経
験
」
と
は
、
上
記
の
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
、
十
分
な
情
報
に
基
づ
い
て
も
合
理
的
に
振
舞
う
能
力
が
存
在
し
な
い
状
態
を
指

し
て
い
る
（D

a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.

﹇F
n
.
65

﹈,S
.
113

）。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
限
り
で
は
、
現
在
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
九
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定

（B
V
erfG

E 89,
214,

232ff.,
C II 2 b

）
を
先
頭
に
学
説
が
用
い
て
い
る
「
構
造
的
劣
位
」
と
い
う
概
念
と
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
構
造
的
劣
位
」
と
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い
う
概
念
は
、
内
容
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、D

ieter R
eu
ter,

D
ie In

teg
ra
tio
n
 
d
es V

erb
ra
u
ch
ersch

u
tzrech

ts in
 
d
a
s

 
B
G
B
,
in
:
E
ck
a
rt /D

elb
ru
ck

(H
rsg

.),
R
efo

rm
 
d
es d

eu
tsch

en S
ch
u
ld
rech

ts,
B
a
d
en
-B
a
d
en 2003,

S
.
99,

104f.

参
照
。
た
だ
し
、T

o
n
n
er,

JZ 1996,
533,

535

は
同
じ
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。）。

73

V
g
l.
R
eu
ter,

a
.a
.O
.
(F
n
.
72),

S
.
101ff.

74

N
o
rb
ert R

eich
,
Z
iv
ilrech

tsth
eo
rie,

S
o
zia
lw
issen

sch
a
ften

 
u
n
d
 
V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz,

Z
R
P
 
1974,

187,
188;

N
o
rb
ert R

eich
/K
la
u
s

 
T
o
n
n
er /H

a
rtm

u
t W

eg
en
er,

V
erb

ra
u
ch
er u

n
d R

ech
t:
Ü
b
erh

o
lte K

o
n
zep

tio
n
en
,
L
u
ck
en u

n
d M

a
n
g
el in w

ich
tig
en V

erb
ra
u
ch
er-

g
esetzen u

n
d d

ie P
ra
x
is d

er R
ech

tssp
rech

u
n
g
,
G
o
ttin

g
en 1976,

S
.
18.

R
eich

の
見
解
に
対
す
る
批
判
は
、B

y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.

723ff.

参
照
。

75

以
上
の
よ
う
に
、R

eich

の
見
解
に
拠
れ
ば
、
消
費
者
法
は
、
市
場
補
完
的
施
策
と
市
場
補
償
的
施
策
に
分
か
れ
、
そ
の
中
で
個
別
の
規
律
が
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
相
互
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
問
題
と
な
る
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
に
、
あ
る
い
は
用
い
ら
れ
る
規

制
手
段
ご
と
に
論
じ
ら
れ
る
た
め
、
全
体
の
体
系
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

76

V
g
l.
R
eich

/T
o
n
n
er /W

eg
en
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.
74),

S
.
23f.

77

R
eich

,
Z
R
P
 
1974,

187,
189.

78

以
上
に
つ
い
て
は
、N

o
rb
ert R

eich
,
A
b
za
h
lu
n
g
srech

t u
n
d V

erb
ra
u
ch
ersch

u
tz:

D
ie N

eu
eru

n
g
en d

er 2.
N
o
v
elle zu

m
 
A
b
za
h
lu
n
g
s-

g
esetz u

n
d ih

re A
u
sw
irk
u
n
g
en a

u
f d
ie S

tru
k
tu
r d
es A

b
za
h
lu
n
g
sg
esch

a
fts,

JZ 1975,
550,

552;
R
eich

/T
o
n
n
er /W

eg
en
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.

74),
S
.
175ff.;

R
eich

,
a
.a
.O
.
(F
n
.
67),

S
.
198ff.,

210.

79

た
と
え
ば
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
撤
回
権
（R

eich
/T
o
n
n
er /W

eg
en
er,

a
.a
.O
.

﹇F
n
.74

﹈,S
.242

）
や
消
費
者
信
用
一
般
に
お
け
る
撤
回
権
（R

eich
/

T
o
n
n
er /W

eg
en
er,

a
.a
.O
.

）
な
ど
で
あ
る
。

80

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、W

o
lfg
a
n
g
 
Z
o
lln
er,

D
ie p

o
litisch

e R
o
lle d

es P
riv
a
trech

ts,
Ju
S
 
1988,

329,
334

参
照
。Z

o
lln
er

の
整
理
（a

.a
.O
.

333ff.

）
に
拠
れ
ば
、
私
的
自
治
の
広
範
な
制
限
を
基
礎
づ
け
る
理
論
と
し
て
ほ
か
に
次
の
諸
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
（
現
時
点
で
は
や
や
時
代
遅
れ
の
観
が
あ

る
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
前
の
議
論
状
況
を
提
示
す
る
意
味
で
、
簡
単
に
紹
介
す
る
。）。
そ
の
第
一
の
見
解
は
、F

ra
n
z W

iea
ck
er

の
そ
れ
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

制
定
時
と
は
異
な
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
私
法
の
根
本
的
意
味
変
容
に
基
づ
い
て
、
私
法
上
の
権
利
行
使
を
す
べ
て
の
権
利
主
体
に
よ
る
仲
間
的
共

同
体
の
目
的
に
収
斂
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。F

ra
n
z W

iea
ck
er,

D
a
s S

o
zia
lm
o
d
ell d

er k
la
ssisch

en
 
P
riv
a
trech

tsg
esetzb

u
ch
er u

n
d

 
d
ie E

n
tw
ick

lu
n
g d

er m
o
d
ern

en G
esellsch

a
ft,
K
a
rlsru

h
e 1953.

第
二
は
、
契
約
義
務
を
社
会
的
義
務
と
し
て
理
解
し
て
、
契
約
の
各
場
面
に
波
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及
さ
せ
よ
う
と
す
るP

eter D
erled

er

の
主
張
で
あ
る
。G

ert B
ru
g
g
em
eier /D

ieter H
a
rt
(H
rsg

),
S
o
zia
les S

ch
u
ld
rech

t,
B
rem

en 1987,
S
.

194ff.

に
お
け
る
見
解
で
、
興
味
あ
る
提
言
だ
が
、
残
念
な
が
ら
筆
者
は
未
見
。
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
見
解
は
、
契
約
関
係（
そ
れ
だ
け
で
な
く
近

代
法
上
の
諸
制
度
）
を
個
人
の
自
由
で
は
な
く
法
秩
序
に
結
び
付
け
、
そ
の
意
味
で
意
思
に
「
理
性
」
的
な
制
限
を
課
そ
う
と
す
るR

o
lf K

n
iep
er

の
議
論

で
あ
る
（
た
と
え
ば
、d

ers.,
D
ich
o
to
m
ien im

 
S
ch
u
ld
rech

t,
in
:
Z
iv
ilrech

t im
 
S
o
zia
lsta

a
t
-
F
estsch

r.
fu
r P
ro
fesso

r D
r.
P
eter D

erled
er,

B
a
d
en
-B
a
d
en 2005,

S
.
109,

111ff.

）。
第
三
の
見
解
が
、
本
文
で
紹
介
し
たR

eich

ら
の
理
論
で
あ
る
。
第
四
の
見
解
は
、
と
り
わ
けH

a
n
s-M

a
rtin

 
P
a
w
lo
w
sk
i

の
民
法
総
則
の
体
系
書
に
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
変
化
を
被
り
易
い
領
域
を
私
法
か
ら
切
り
離
し
、
社
会
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ

と
割
当
て
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
領
域
で
は
、
権
利
行
使
は
、
関
係
す
る
集
団
の
法
観
念
お
よ
び
道
徳
観
念
に
拘
束
さ
れ
る（
も
っ

と
も
、Z

o
lln
er

は
、
こ
れ
は
伝
統
的
私
法
に
と
っ
て
も
と
り
わ
け
一
般
条
項
の
領
域
に
お
い
て
、
無
縁
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
い
う
）。P

a
w
lo
w
sk
i

の

見
解
に
つ
い
て
は
、A

llg
em
ein
er T

eil d
es B

G
B
:
G
ru
n
d
leh
ren d

es b
u
rg
erlich

en R
ech

ts,
7.
A
u
fl.,

H
eid
elb
erg 2003,

1 I 2 b
,
R
n
.
19.

L
u
d
w
ig R

a
iser

は
、
第
五
の
見
解
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
法
秩
序
は
、
社
会
の
定
型
的
生
活
領
域
の
公
共
性
の
程
度
に
応
じ
た
機
能
領
域

に
基
づ
い
て
区
別
さ
れ
る
（D

ie Z
u
k
u
n
ft d

es P
riv
a
trech

t,
K
a
rlsru

h
e 1971,

in
sb
eso

n
d
ere S

.
24ff.

）。
第
六
の
見
解
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、

力
の
不
均
衡
を
理
由
と
す
る
特
別
私
法
の
理
論
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
上
野
達
也
「
特
別
私
法
論
の
展
開
と
民
法
の
再
編
（
二
）・
完
｜

一
九

七
〇
年
代
・
八
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
法
論
争
を
手
が
か
り
と
し
て
｜

」
論
叢
一
五
九
巻
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
四
頁
以
下
参
照
。
そ
の
典

型
例
は
、
労
働
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。Z

o
lln
er

自
身
は
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
見
解
も
退
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

81

R
eich

/T
o
n
n
er /W

eg
en
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.
74),

S
.
176f.

82

F
u
ch
s

は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
消
費
者
は
自
己
の
有
す
る
撤
回
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
と
し
て
い
る
（A

cP
 
196

﹇1996

﹈,313,335

。
さ
ら
に
、
一
般
民
事
法
の
原
理
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
撤
回
権
も
、
こ
の
見
解
に
拠
れ
ば
正
当
化
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
（V

g
l.
S
tep

h
a
n
 
L
o
ren

z,
D
ie L

o
su
n
g
 
v
o
m
 
V
ertra

g
,
in
sb
eso

n
d
ere R

u
ck
tritt u

n
d
 
W
id
erru

f,
in
:
R
ein
er S

ch
u
lze /H

a
n
s

 
S
ch
u
lte-N

o
lk
e
(H
rsg

.),
D
ie S

ch
u
ld
rech

tsrefo
rm
 
v
o
r d
em
 
H
iterg

ru
n
d d

es G
em
ein
sch

a
ftsrech

ts,
T
u
b
in
g
en 2001,

S
.
329,

348

）。

83

R
eich

/T
o
n
n
er /W

eg
en
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.
74),

S
.
244

が
約
款
を
利
用
し
た
契
約
に
つ
い
て
撤
回
権
を
認
め
る
こ
と
を
提
唱
す
る
の
は
、
そ
の
現
れ
で
あ

る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。R

eich

ら
の
見
解
に
拠
れ
ば
、
約
款
の
問
題
も
消
費
者
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、a

.a
.O
.
S
.178ff.

の
ほ
か
、N

o
rb
ert

 
R
eich

/K
la
u
s T

o
n
n
er,

N
eu
e T

en
d
en
zen im

 
V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz g

eg
en
u
b
er A

llg
em
ein
en G

esch
a
ftsb

ed
in
g
u
n
g
en
(A
G
B
)
(I):

d
a
rg
es-

tellt a
m
 
fin
a
n
zierten A

b
za
h
lu
n
g
sk
a
u
f,
a
m
 
M
a
k
lerrech

t u
n
d a

m
 
R
eisev

era
n
sta
ltu
n
g
sv
ertra

g
,
D
B
 
1974,

1146f.

84

B
eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

10 /2876,
S
.
7.
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85
B
eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

10 /2876,
S
.
8.

86

B
eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

11 /5462,
S
.
21.

87

B
eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

7 /3919,
S
.
13.

こ
れ
に
つ
い
て
は
、Ju

ta L
im
b
a
ch
,
D
a
s R

ech
tsv
ersta

n
d
n
is in d

er V
ertra

g
sleh

re,
Ju
S 1985,

10.

12

参
照
。

88

W
a
lter S

ch
m
id
t-R

im
p
ler,

G
ru
n
d
fra
g
e ein

er E
rn
eu
eru

n
g d

es V
ertra

g
srech

ts.
A
cP 147

(1941),
130.

S
ch
m
id
t-R

im
p
ler

の
見
解
に
つ

い
て
は
、
藤
田
貴
宏
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
司
法
的
内
容
規
制
の
一
展
開
｜

内
容
規
制
論
の
一
般
契
約
法
へ
の
統
合
を
め
ぐ
っ
て
｜

」
早
稲
田
法
学
会
誌

四
七
巻
（
一
九
九
七
年
）
二
四
二
頁
注
（

）、
熊
谷
芝
青
「
契
約
の
法
政
策
的
存
在
意
義
」『
現
代
私
法
学
の
課
題
｜

伊
藤
進
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
』

（
第
一
法
規
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
七
一
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
こ
の
理
論
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、R

ein
h
a
rd S

in
g
er,S

elb
stb
estim

m
u
n
g u
n
d

 
V
erk

eh
rssch

u
tz im

 
R
ech

t d
er W

illen
serk

a
ru
n
g
en
,
M
u
n
ch
en
 
1995,

S
.
10ff.

批
判
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
に
せ
よ
、
通
説
的
な
見
解
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（S

in
g
er,

a
.a
.O
.
S
.
9,
F
n
.
10;

藤
田
・
前
掲
同
所
参
照
）。

89

L
im
b
a
ch
,
Ju
S 1985,

10.
12f.

90

V
g
l.
F
u
ch
s,
A
cP
 
196

(1996),
313,

351.

91

契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
論
の
約
款
法
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
河
上
正
二
『
約
款
規
制
の
法
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
〔
初
出
、
一
九
八
五
年
〕）
一
六
〇
頁

以
下
、
三
九
二
頁
。

92

た
と
え
ば
、S

ch
m
id
t-R

im
p
ler,

A
cP
 
147

(1941),
130,

157,
F
n
.
34.

93

本
文
お
よ
び
注
で
挙
げ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
に
、
た
と
え
ばC

la
u
s-W

ilh
elm

 
C
a
n
a
ris,

V
erfa

ssu
n
g
s-

u
n
d
 
eu
ro
p
a
rech

tlich
e
 
A
sp
ek
te
 
d
er

 
V
ertra

g
sfreih

eit in d
er P

riv
a
trech

tsg
esellsch

a
ft,
in
:
P
eter B

a
d
u
ra
/R
u
p
ert S

ch
o
lz
(H
rsg

.),
W
eg
e u
n
d V

erfa
h
ren d

es V
erfa

ssu
n
g
s-

leb
en
s:
F
estsch

r.
fu
r P

eter L
erch

e,
M
u
n
ch
en 1993,

S
.
886f.;

W
u
lf-H

en
n
ig R

o
th
,
E
u
ro
p
a
isch

er V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz u

n
d B

G
B
,
JZ

 
2001,

475,
487;

T
h
o
m
a
s M

.J.
M
o
llers,

E
u
ro
p
a
isch

e R
ich
tlin

ien zu
m
 
B
u
rg
erlich

en R
ech

t,
JZ 2002,

121,
130f.

な
ど
が
、
こ
の
よ
う
に

明
言
す
る
。

94

こ
こ
で
の
説
明
は
、F

u
ch
s,
A
cP 196

(1996),
313,

326ff.

及
び
ほ
ぼ
こ
れ
に
沿
っ
て
い
るK

a
th
a
rin
a v

o
n K

o
p
p
en
fels,D

a
s W

id
erru

fsrech
t b
ei

 
V
erb

ra
u
ch
erv

ertra
g
en im

 
B
G
B
:
ein
e U

n
tersu

ch
u
n
g d

es
355 A

b
s.
1 B

G
B
-R
eg
E
,
W
M
 
2001,

1360,
1365ff.

に
よ
る
。F

u
ch
s

の
見
解

は
、L

a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
1ff.,

S
.
713ff.

に
お
い
て
も
大
幅
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

95

こ
こ
で
は
、
前
掲
注
（
88
）
で
言
及
し
たS

ch
m
id
t-R

im
p
ler

の
契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
論
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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96

保
証
や
債
務
引
受
に
関
す
る
一
連
の
事
件
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
憲
法
学
の
観
点
か
ら
、
小
山
剛『
基
本
権
保
護
の
法
理
』（
成
文
堂
、

一
九
九
八
年
）
二
八
七
頁
以
下
参
照
。

97

そ
の
他
の
最
近
の
経
済
法
・
消
費
者
法
・
労
働
法
上
の
諸
規
範
も
そ
の
よ
う
な
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（F

u
ch
s,
A
cP
 
196

﹇1996

﹈,313,

329

）。

98

以
上
の
議
論
の
射
程
は
、
消
費
者
保
護
撤
回
権
以
外
の
法
定
撤
回
権
に
も
及
ぶ
。
こ
の
点
に
つ
き
、F

u
ch
s,
A
cP
 
196

(1996),
313,

330

参
照
。

99

R
ein
er,

A
cP
 
203

(2003),
1,
8.

C
a
ro
lin
e M

eller-H
a
n
n
ich
,
V
ertra

g
slo
su
n
g
srech

te d
es V

erb
ra
u
ch
ers a

u
s d
em
 
B
G
B
:
G
esch

ich
te u

n
d G

eg
en
w
a
rt,

Ju
ra 2003,

369,

375 ：

「
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
撤
回
権
の
目
的
は
、
消
費
者
の
私
的
自
治
の
制
限
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
保
障
な
の
で
あ
る
。」

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

344.

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
94),

39 R
n
.
20,

S
.
718.

近
年
で
は
、
契
約
的
連
帯
と
い
う
立
場
か
ら
撤
回
権
（
但
し
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
上
の
解
除
権
で
あ
る
。
実
質
的
に
は
撤
回

権
と
同
視
し
て
よ
い
。）
を
は
じ
め
と
す
る
消
費
者
保
護
制
度
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、L

u
rg
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.
40),

S
.
58ff.,

128ff.

が
あ
る
。

議
論
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
池
田
・
前
掲
注
（
28
）
に
お
け
る
注
、
今
西
・
前
掲
注
（
28
）、
潮
見
佳
男
「
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
と
日
本
債
権
法
学
の

課
題
」
同
『
契
約
法
理
の
現
代
化
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
〔
初
出
、
二
〇
〇
一
年
〕）
三
三
九
頁
以
下
、
佐
藤
啓
子
「
人
と
し
て
の
消
費
者
」
名
法
二
〇

一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
五
九
頁
参
照
。
以
下
の
記
述
も
、
こ
れ
ら
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

W
ern

er F
lu
m
e,
V
o
m
 
B
eru

f u
n
serer Z

eit fu
r G

esetzg
eb
u
n
g
:
D
ie Ä

n
d
eru

n
g
en d

es B
G
B
 
d
u
rch d

a
s F

ern
a
b
sa
tzg

esetz,
Z
IP
 
2000,

1427f.

佐
藤
・
前
掲
注
（

）
四
六
七
頁
以
下
。

F
lu
m
e,
Z
IP
 
2000,

1427,
1431f.

た
だ
し
、
一
三
条
お
よ
び
一
四
条
が
「
自
然
人
」
の
節
に
挿
入
さ
れ
た
の
は
、
連
邦
議
会
の
法
務
委
員
会
の
段
階
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
・
前
掲
注
（

）
二
六
三
頁
以
下
、
債
務
法
現
代
化
の
際
に
こ
の
説
の
題
名
が
改
め
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
は
、
同
四

六
四
頁
以
下
。

P
a
w
lo
w
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
80),

2 II 3 d
),
R
n
.
222a

は
、
一
三
条
、
一
四
条
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
概
念
を
詳
し
く
規
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
歓
迎
し

よ
う
と
す
る
者
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
、
人
の
法
あ
る
い
は
身
分
法
（P

erso
n
en
-
o
d
er S

ta
tu
srech

t

）
で
は
な
く
、
債
務
法
に
関
連
付
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
点
で
、F

lu
m
e

に
賛
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

H
erb

ert R
o
th
,
E
G
-R
ich
tlin

ien u
n
d B

u
rg
erlich

es R
ech

t,
JZ 1999,

529,
531.
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H
erb

ert R
o
th
,
D
a
s F

ern
a
b
sa
tzg

esetz,
JZ 2000,

1013,
1014.

M
ed
icu
s

の
見
解
に
つ
い
て
は
、
川
角
由
和
「
消
費
者
保
護
に
お
け
る
『
消
費
者
』
概
念
と
自
己
決
定
｜

わ
が
国
の
学
説
・
判
例
を
て
が
か
り
に
｜

」
松

本
博
之
／
西
谷
敏
﹇
編
﹈『
現
代
社
会
と
自
己
決
定
｜

日
独
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
三
三
六
頁
以
下
参
照
。

D
ieter M

ed
icu
s,
D
a
s S

ch
u
ld
rech

tsm
o
d
ern

isieru
n
g
sg
esetz

-
b
eh
u
tsa
m
e W

eiteren
tw
ick

lu
n
g
 
o
d
er S

y
stem

w
ech

sel?,
in
:
B
a
rb
a
ra

 
D
a
u
n
er-L

ieb
,
u
sw
.
(H
rsg

.),
D
a
s n
eu
e S

ch
u
ld
rech

t in d
er P

ra
x
is
:
A
k
zen

te
-
B
ren

n
p
u
n
k
te
-
A
u
sb
lick

,
K
o
ln
,
u
.a
.
2003,

S
.
61,

69f.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
にD

ieter M
ed
icu
s,
W
a
s ist ein V

erb
ra
u
ch
er?,

in
:
H
a
n
s-G

eo
rg L

eser /T
a
m
o
tsu Iso

m
u
ra
(H
rsg

.),
W
eg
e zu

m
 

ja
p
a
n
isch

en R
ech

t
-
F
estsch

rift fu
r Z

en
ta
ro K

ita
g
a
w
a zu

m
 
60.

G
eb
u
rtsta

g
,
B
erlin 1992,

S
.
471

、
同
稿
に
つ
い
て
は
、
川
角
・
前
掲
注

（

）
に
詳
し
い
。

D
ieter M

ed
icu
s,
S
ch
u
tzb

ed
u
rfn
isse

(in
sb
eso

n
d
ere d

er V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz)

u
n
d d

a
s P

riv
a
trech

t,
Ju
S 1996,

761,
766f.

M
ed
icu
s,
a
.a
.O
.
(F
n
.
111),

S
.
70.

M
ed
icu
s,
a
.a
.O
.
(F
n
.
112),

S
.
486

は
、「
消
費
者
と
は
誰
の
こ
と
な
の
か
？
」
で
は
な
く
「
誰
が
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
特
別
な
保
護
を
必
要
と
す

る
の
か
？
」
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「
そ
の
こ
と
は
、
結
局
は
、
既
に
数
千
年
来
な
さ
れ
て
き
た
正
し
い
法
（rich

tig
es R

ech
t

）、
つ
ま
り
正
義
に
つ

い
て
の
問
い
で
あ
る
に
『
過
ぎ
な
い
』
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。

た
だ
し
、M

ed
icu
s

の
二
〇
〇
三
年
時
点
で
の
評
価
は
、
両
者
の
異
質
性
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
、M

ed
icu
s,
a
.a
.O
.
(F
n
.
111),

S
.
68f.

も
参
照
。

M
u
n
ch
K
o
m
m
/M

ick
litz,

5.
A
u
fl.

2006,
V
o
r

13,
14 R

n
.
1,
15.

こ
の
ほ
か
に
、
こ
の
改
正
に
よ
る
実
質
的
変
化
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

K
la
u
s T

o
n
n
er,

D
a
s n
eu
e F

ern
a
b
sa
tzg

esetz
-
o
d
er:

S
y
tem

 
sta
tt
,,F
lick

en
tep

p
ich
“,
B
B
 
2000,

1413,
1414

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
消
費

者
法
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
立
法
者
に
よ
る
象
徴
的
承
認
を
経
た
の
で
あ
る：

消
費
者
法
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
い
う『
軸
足
』に
並
ぶ『
遊
び
の
足
』と
捉
え（S

tu
rn
er

）、

あ
る
い
は
単
な
る
『
怪
人
』
と
捉
え
る
こ
と
は
（D

reh
er

）、
こ
れ
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。」
と
喜
び
の
弁
が
語
ら

れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
労
働
法
を
モ
デ
ル
と
し
た
構
造
的
な
力
の
不
均
衡
状
態
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
、
消
費
者
法
の
Ｂ

Ｇ
Ｂ
へ
の
統
合
で
、
す
べ
て
の
市
民
に
同
じ
よ
う
に
包
括
的
に
適
用
さ
れ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
覆
さ
れ
、
特
別
法
が
民
法
的
思
考
に
と
っ
て
の
モ

デ
ル
と
な
り
、
民
法
の
視
座
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
消
費
者
／
事
業
者
概
念
が
民
法
総
則
の
権
利
主
体
の
節
に
置
か
れ
て
い
る
こ

と
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。R

eu
ter,

a
.a
.O
.
(F
n
.
72),

S
.
103.

R
eu
ter,

a
.a
.O
.
(F
n
.
72),

S
.
104f.

108
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L
o
ren

z,
Ju
S 2000,

833,
843.

P
eter M

a
n
k
o
w
sk
i,
S
ch
w
eb
en
d
e W

irk
sa
m
k
eit u

n
ter

361a B
G
B
-
P
ro
b
lem

,
R
ea
k
tio
n
sm
o
g
lich

k
eiten

,
K
ritik u

n
d K

o
rrek

tu
r
-
(I),

W
M
 
2001,

793,
796ff.

H
ein
rich H

o
n
sell,

E
in
ig
e B

em
erk

u
n
g
en zu

m
 
D
isk
u
ssio

n
sen

tw
u
rf ein

es S
ch
u
ld
rech

tsm
o
d
ern

isieru
n
g
sg
esetzes,

JZ 2001,
18,

19.

Ju
rg
en S

ch
m
id
t-R

a
n
tsch

,
R
ein
teg

ra
tio
n d

er V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tzg

esetze d
u
rch d

en E
n
tw
u
rf ein

es S
ch
u
ld
rech

tsm
o
d
ern

isieru
n
g
s-

g
esetzes,

in
:
R
ein
er S

ch
u
lze /H

a
n
s S

ch
u
lte-N

o
lk
e

﹇H
rsg

.

﹈,D
ie S

ch
u
ld
rech

tsrefo
rm
 
v
o
r d
em
 
H
in
terg

ru
n
d d

es G
em
ein
sch

a
ftsre-

ch
ts,

T
u
b
in
g
en 2001,

S
.
169,

172f.

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
消
費
者
動
産
売
買
指
令
が
主
に
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
い
て
転
換
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
保
護
法
は
品
質
保
証
な
ど
に
つ
い
て
規
律
し
て
い
る

に
と
ど
ま
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
費
者
法
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
消
費
者
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばB

rig
itta L

u
rg
er /S

u
sa
n
n
e

 
A
u
g
en
h
o
fer,

Ö
sterreich

isch
es u

n
d eu

ro
p
a
isch

es K
o
n
su
m
en
ten

sch
u
tzrech

t,
2.
A
u
fl.,

W
ien

﹇u
.a
.

﹈2005

参
照
。

H
.
R
o
th
,
JZ 1999,

529,
533.

本
文
に
挙
げ
る
も
の
の
ほ
か
に
た
と
え
ば
、L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
82),

S
.
353

は
、「
基
本
的
に
歓
迎
す
べ
き
」
と
す
る
。

M
o
llers,

JZ 2002,
121,

134 u
n
d 129.

M
o
llers,

JZ 2002,
121,

130f.

T
h
o
m
a
s P

feiffer,
D
ie
 
In
teg

ra
tio
n
 
v
o
n
,,N
eb
en
g
esetzen

“
in
 
d
a
s B

G
B
,
in
:
W
o
lfg
a
n
g
 
E
rn
st /R

ein
h
a
rd
 
Z
im
m
erm

a
n
n
(H
rsg

.),

Z
iv
ilrech

tsw
issen

sch
a
ft u

n
d S

ch
u
ld
rech

tsrefo
rm
:
Z
u
m
 
D
isk
u
ssio

n
en
tw
u
rf ein

er S
ch
u
ld
rech

tsm
o
d
ern

isieru
n
g
sg
esetzs d

es B
u
n
-

d
esm

in
isteriu

m
s d
er Ju

stiz,
T
u
b
in
g
en 2001,

S
.
481,

521f.

P
feiffer,

a
.a
.O
.
(F
n
.
129),

S
.
489ff.

原
理
的
抵
触
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
るC

a
n
a
ris,

A
cP 200

(2000),
273,

360ff.

の
見
解
に
近
い
の
で
、

根
拠
に
つ
い
て
は
、
省
略
す
る
。
そ
の
他
の
論
拠
に
つ
い
て
も
、
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
が
、
本
稿
の
主
題
か
ら
は
や
や
逸
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
す
る

こ
と
は
や
め
、
関
連
箇
所
で
部
分
的
に
採
り
上
げ
る
に
と
ど
め
る
。

H
ein
rich D

o
rn
er,

D
ie In

teg
ra
tio
n d

es V
erb

ra
u
ch
errech

ts in
 
d
a
s B

G
B
,
in
:
R
ein
er S

ch
u
lze /H

a
n
s S

ch
u
lte-N

o
lk
e

﹇H
rsg

.

﹈,D
ie

 
S
ch
u
ld
rech

tsrefo
rm
 
v
o
r d
em
 
H
in
terg

ru
n
d d

es G
em
ein
sch

a
ftsrech

ts,
T
u
b
in
g
en 2001,

S
.
177ff.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
潮
見
・
前
掲
注
（

）
三
九
六
頁
以
下
。
潮
見
教
授
は
、
こ
れ
を
「
近
代
の
上
に
構
築
さ
れ
た
現
代
」
と
評
し
て
い
る
。

で
あ
る
と
す
る
と
、
む
し
ろ
歴
史
的
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
現
在
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
構
想
の
異
同
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
別
途
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
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い
。

潮
見
・
前
掲
注
（

）
三
九
七
頁
。

こ
こ
で
採
り
上
げ
る
の
は
、
消
費
者
法
と
一
般
民
事
法
の
関
係
を
主
題
と
す
る
最
近
の
学
位
論
文
な
ど
に
限
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
多
く
の
論
稿
が
こ
の
点

を
検
討
し
て
お
り
、
本
稿
で
も
す
で
に
そ
の
一
部
を
採
り
上
げ
て
い
る
。

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65).

こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
別
途
詳
細
に
紹
介
・
検
討
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
考
察
に
必

要
な
範
囲
で
概
観
す
る
に
と
ど
め
る
。D

rex
l

の
見
解
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
にd

ers.,
JZ 1998,

1046;d
ers.,V

erb
ra
u
ch
errech

t
-
A
lleg

em
ein
es

 
P
riv
a
trech

t
-
H
a
n
d
elsrech

t,
in
:
P
eter S

ch
u
lech

triem
(H
rsg

.),
W
a
n
d
lu
n
g
en d

es S
ch
u
ld
rech

ts,
B
a
d
en
-B
a
d
en 2002,

S
.
97.

（
翻
訳
と

し
て
、
半
田
吉
信
﹇
訳
﹈「
消
費
者
法
一
般
私
法
商
法
」
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
﹇
編
著
﹈『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
債
務
法
の
変
遷
』〔
信
山
社
、
二
〇
〇
七

年
〕
一
〇
九
頁
以
下
）
を
参
照
。

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
7ff.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
283.

D
rex

l,
JZ 1998,

1046,
1051.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
282f.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
288f.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
293ff.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
296ff.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
289,

303ff.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
283.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
289ff.

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
449ff.

こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
諸
規
定
の
展
開
に
つ
い
て
は
、C

la
u
s-W

ilh
elm

 
C
a
n
a
ris,

H
a
n
d
elsrech

t:
ein

 
S
tu
d
ien
b
u
ch
,
23.

A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 2000,

1 R
d
n
.
35f.

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

360.

あ
ら
ゆ
る
者
は
消
費
者
で
あ
り
、
消
費
者
法
の
大
部
分
は
、
現
代
的
な
大
量
取
引
の
状
況
へ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
契
約
法
の
基
礎
へ
の
適
応
で
も
あ
る
（
消
費
者
法
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の
大
部
分
が
特
別
法
と
し
て
存
在
し
て
い
た
頃
に
既
にL

a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

1 R
n
.
63,

S
.
61ff.

は
、
消
費
者
法
を
一
般
私
法
の
一
部
で

あ
る
と
見
て
い
た
。）。

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

360f.

C
a
ro
lin
e M

eller-H
a
n
n
ich
,
V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz im

 
S
ch
u
ld
v
ertra

g
srech

t:
p
riv
a
te F

reih
eit u

n
d sta

a
tlich

e O
rd
n
u
n
g
,
T
u
b
in
g
en 2005.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
145ff.,

319.

Z
u
sa
m
m
en
fa
ssen

d
,
v
g
l.
M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
46ff.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
13ff.

こ
の
点
が
よ
り
鮮
明
に
現
れ
る
の
は
、
団
体
訴
訟
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、M

eller-H
a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
276ff.

ド
イ
ツ
の

団
体
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
高
田
昌
宏
「
ド
イ
ツ
の
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
｜

消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
の
原
点
」
ジ
ュ
リ
一
三
二
〇
号
（
二
〇

〇
六
年
）
一
一
二
頁
以
下
参
照
。

し
た
が
っ
て
、
上
述
のF

lu
m
e

の
批
判
の
う
ち
消
費
者
概
念
が
事
業
者
で
は
な
い
売
主
等
に
も
及
ん
で
し
ま
う
と
い
う
指
摘
は
、
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
120ff.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
140ff.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
123.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
130.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
132f.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
134ff.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
145.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
320.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
150.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
151f.

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
154,

161f.

こ
の
場
合
に
消
費
者
に
与
え
ら
れ
る
撤
回
権
が
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
に
お
い
て
採
り
上
げ
る
。
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M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
178f.

こ
の
よ
う
な
消
費
者
法
理
解
と
は
異
な
る
見
解
を
主
張
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
消
費
者
法
の
現
状

を
理
解
す
る
た
め
に
は
そ
の
よ
う
な
見
解
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
で
の
撤
回
権
の
理
解
に
つ
い
て
の
学
説
等
か
ら
示
唆
を
得

る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
目
的
に
資
す
る
見
解
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
で
さ
し
あ
た
り
は
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
ま
た
、
筆
者
の
能
力
等
の

関
係
上
、
そ
れ
が
限
界
で
も
あ
る
。）。
多
少
恣
意
的
な
面
も
あ
る
が
、
ご
海
容
願
い
た
い
。

発
想
の
源
は
異
な
る
が
、
伊
藤
滋
夫
教
授
が
消
費
者
契
約
法
に
お
け
る
消
費
者
性
の
要
件
事
実
に
関
し
て
、
消
費
者
は
原
則
と
し
て
個
人
で
あ
る
こ
と
を
主

張
立
証
す
れ
ば
た
り
、
事
業
者
は
こ
れ
に
対
し
て
相
手
方
の
事
業
目
的
を
抗
弁
と
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る

点
は
（「
消
費
者
契
約
法
要
件
事
実
研
究
会
・
議
事
要
旨
」
法
科
大
学
院
要
件
事
実
教
育
研
究
所
報
六
号
〔
二
〇
〇
八
年
〕
三
二
頁
以
下
）、
大
変
興
味
深
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、「
各
パ
ネ
リ
ス
ト
の
報
告
テ
ー
マ
・
提
案
趣
旨
・
報
告
骨
子
｜

平
成
一
九
年
一
二
月
一
日
開
催
・
消
費
者
法
要
件
事
実
研
究

会
｜

」
法
科
大
学
院
要
件
事
実
研
究
所
報
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
九
頁
以
下
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
質
疑
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
明
瞭
に
な
る
の
は
、
消
費
者
と
事
業
者
の
定
義
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
人
格
に
つ
い
て
の
部
分
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
起
因
す
る

だ
ろ
う
。
両
定
義
は
単
に
「
消
費
者
契
約
」
と
い
う

締
結
状
況
に
着
目
し
た
契
約
範
疇

を
定
義
す
る
た
め
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
の
態
度
が
あ
り
う
る
唯
一
の
態
度
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
七：

五
条
一
項
は
、「
消
費
者
売
買
契
約
」の
定
義
を
売
買
の
章
で
行

な
っ
て
お
り
、
そ
の
定
義
は
消
費
者
・
事
業
者
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
な
い
の
は
、
興
味
深
い
立
法
例
で
あ
る
。

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
9,
S
.
323.

類
推
一
般
に
お
け
る
法
規
定
の
原
理
あ
る
い
はra

tio leg
is

の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
広
中
俊

雄
『
民
法
解
釈
方
法
に
関
す
る
十
二
講
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）、F

ra
n
z B

y
d
lin
sk
i,
Ju
ristisch

e M
eth

o
d
en
leh
re u

n
d R

ech
tsb
eg
riff,

W
ien

﹇u
.a
.

﹈1982,
S
.
475f.

、
ま
た
、K

a
rl L

a
ren

z,
M
eth

o
d
en
leh
re d

er R
ech

tsw
issen

sch
a
ft,

6.
A
u
fl.,

B
erlin

﹇u
.
a
.

﹈1991,
S
.
386

も
参
照
。

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

42 R
n
.
6ff.,

S
.
755f.;

D
ieter H

en
rich

,
V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz:

V
ertra

g
rech

t im
 
W
a
n
d
el,

in
:
F
estsch

r.

fu
r M

ed
icu
s,
S
.
199ff.

N
eu
m
a
n
n
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
49),

S
.
74,

98ff.
は
、
こ
れ
ら
三
つ
と
並
ん
で
、
知
的
劣
位
（in

tellek
tu
elle U

n
terleg

en
h
eit

）

を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
、
意
思
決
定
の
た
め
の
経
済
的
基
礎
（
価
格
と
品
質
の
関
係
）
や
法
的
問
題
、
自
ら
の
経
済
状
況
に
つ
い
て
の
判
断
能
力
に
関
わ
る
。

R
ein
er,

A
cP
 
203

(2003),
1,
8;
L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
23,

S
.
718.

こ
れ
に
対
し
て
、v

o
n K

o
p
p
en
fels,

W
M
 
2001,

1360,

1367

は
、
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
に
も
見
え
る：

す
な
わ
ち
、
撤
回
権
は
、
経
済
的
に
又
は
知
性
的
に
弱
い
立
場
に
立
つ
契
約
当
事
者
に
「
不
正
な
」
契
約
を

解
消
す
る
可
能
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
。

R
ein
er,

a
.a
.O
.

民
法
上
は
、
約
款
規
制
等
に
よ
っ
て
そ
の
劣
位
が
濫
用
さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。V

g
l.
L
a
ren

z /W
o
lf,a

.a
.O
.(F

n
.
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64),
42,

R
n
.
7,
S
.
755f.;

H
en
rich

,
a
.a
.O
.(F
n
.
174),

S
.
201.

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

42 R
n
.
46,

S
.
767.

B
eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

10 /2876,
S
.
6.

ほ
ぼ
異
論
の
な
い
見
解
で
あ
る
が
、
代
表
的
な
体
系
書
お
よ
び
注
釈
書
の
ほ
か
幾
つ
か
の
論
文
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る：

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.

a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
11,

S
.
715f;

W
o
lfg
a
n
g F

ik
en
tsch

er /A
n
d
rea

s H
ein
em
a
n
n
,
S
ch
u
ld
rech

t,
10.

A
u
fl.,

B
erlin 2006,

R
n
.
548,

S
.

279;
S
ta
u
d
in
g
er /G

reg
o
r T

h
u
sin
g
,
2005,

V
o
r.

312,
312a

,
R
n
.
12
;
M
u
n
ch
K
o
m
m
/A
n
d
rea

s M
a
su
ch
,
5.
A
u
fl.,

2007,
312 R

n
.
1;

S
o
erg

er /W
o
lf,
12.

A
u
fl.,

H
W
iG
 
E
in
l.
R
n
.
2;
B
a
m
b
erg

er /R
o
th
/A
n
n
,
2003,

312 R
n
.
1;
E
rm
a
n
n
/In

g
o S

a
en
g
er,

11.
A
u
fl.,

2004,

312 R
n
.
2;
D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
312ff.;

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
136;

M
a
n
k
o
w
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
27),

S
.
224.

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
15,

S
.
716f.

V
g
l.
L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
17,

21,
S
.
717,

718.

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
11,

S
.
716.

B
G
H
 
N
JW
 
1996,

930;
H
a
n
s-W

ern
er E

ck
ert /Ja

n M
a
ifeld

/M
ich
a
el M

a
tth
iessen

,
H
a
n
d
b
u
ch d

es K
a
u
frech

ts:
D
er K

a
u
fertra

g n
a
ch

 
B
u
rg
erlich

em
 
R
ech

t,
H
a
n
d
elsrech

t u
n
d U

N
-K
a
u
frech

t,
M
u
n
ch
en 2007,

R
n
.
142,

S
.
66.

前
述
のB

eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

10 /2876

の

説
明
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

D
rex

l,
JZ 1998,

1046,
1052;

M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
136.

そ
の
典
型
が
、
保
証
契
約
へ
の
訪
問
販
売
法
一
条
の
適
用
の
可
否
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。

D
rex

l,
JZ 1998,

1046,
1052.

B
eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

14 /2658,
S
.
15f.;

F
ik
en
tsch

er /H
ein
em
a
n
n
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
179),

R
n
.
551,

S
.
281;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/C
h
ristia

n
e

 
W
en
d
eh
o
rst,

5.
A
u
fl.
2008,

312d
,
R
n
.
1;
M
a
n
k
o
w
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
27),

S
.
235f.

H
en
rich

,
a
.a
.O
.(F
n
.
174),

S
.
188

B
eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

11 /5462,
S
.
21.

ほ
ぼ
異
論
の
な
い
見
解
で
あ
る
が
、
代
表
的
な
体
系
書
、
代
表
的
な
注
釈
書
お
よ
び
論
文
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。L

a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.

(F
n
.
64),

39 R
n
.
18,

S
.
717;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/Ja

n S
ch
u
rn
b
ra
n
d
,
5,
A
u
fl.
2008,

495 R
n
.
2;
F
u
ch
s,
A
cP 196

(1996),
313,

350f.;
S
tep

h
a
n

 
L
o
ren

z,
D
er S

ch
u
tz v

o
r d

em
 
u
n
erw

u
n
sch

ten
 
V
ertra

g
:
ein
e
 
U
n
tersu

ch
u
n
g
 
v
o
n
 
M
o
g
lich

k
eiten

 
u
n
d
 
G
ren

zen
 
d
er A

b
sch

lu
ss-
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k
o
n
tro
lle im

 
g
elten

d
en R

ech
t,
M
u
n
ch
en 1997,

S
.
174.

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64)

D
rex

l,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
324f.;

M
a
n
k
o
w
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
29),

S
.
239.

;
M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
152),

S
.
139.

N
eu
m
a
n
n
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
49),

S
.
100f.

L
u
rg
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.
51),

S
.
37f.

M
a
n
k
o
w
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
29),

S
.
238.

山
本
・
前
掲
注
（
28
）
一
七
八
頁
以
下
。

M
ed
icu
s,
V
ersch

u
ld
en
 
b
ei V

ertra
g
sv
erh

a
n
d
lu
n
g
en
,
in
:
B
u
n
d
esm

in
ister d

er Ju
stiz

﹇H
rsg

.

﹈,G
u
ta
ch
ten

 
u
n
d
 
V
o
rsch

la
g
e
 
zu
r

 
Ü
b
era

rb
eitu

n
g d

es S
ch
u
ld
rech

ts,
B
d
.
I,
K
o
ln 1981,

S
.
523f.;

L
a
n
rez /W

o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
17,

S
.
717

(V
g
l.
K
a
rl L

a
ren

z /

M
a
n
fred W

o
lf,
A
llg
em
ein
er T

eil d
es B

u
rg
erlich

en R
ech

ts,
8.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 1997,

39 R
n
.
17,

S
.
726);

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
204f.

M
a
n
k
o
w
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
29),

S
.
238f.,

1168.

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
17,

S
.
717.

多
く
の
学
説
は
、
一
時
的
居
住
権
契
約
に
お
い
て
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
契
約
対
象
の
複
雑
性
の
ほ
か
に
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
不
意

打
ち
か
ら
の
保
護
を
挙
げ
る
（
た
と
え
ば
、M

u
n
ch
K
o
m
m
/M

a
rtin F

ra
n
zen

,
5.
A
u
fl.,

2008,
485 R

n
.
1.
M
eller-H

a
n
n
ich
,
a
.a
.O
.

﹇F
n
.
152

﹈,

S
.
138.

）。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
こ
の
規
制
が
導
入
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
事
象
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
要
素
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
一
時
的
居
住
権
契
約
に
お
け
る
撤
回
権
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
の
か
を
要
件
と
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
法
技
術
の
異
質
性
が
撤
回
権
の
妥
当
性
そ
の
も
の
に
疑
問
を
突
き
付
け
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
我
が
国
で
は
、
法
技
術
の
異
質
性
が
原
理

の
異
質
性
を
帰
結
し
、
民
法
典
と
撤
回
権
を
あ
た
か
も
互
い
に
異
な
る
惑
星
の
問
題
で
あ
る
か
の
如
く
扱
う
こ
と
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

D
a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65).

D
a
u
n
er-L

ieb

の
見
解
の
概
要
に
関
し
て
は
、
谷
本
・
前
掲
注
（
65
）
二
四
二
頁
以
下
、
上
野
・
前
掲
注
（
80
）
三
三

頁
以
下
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
関
連
す
る
限
り
で
要
点
の
み
を
採
り
上
げ
る
。

D
a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
108ff.

D
a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
63ff.

D
a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
106f.

D
a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
78.
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D
a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
80f.,

118 F
n
.47.

M
ed
icu
s

の
提
案
に
つ
い
て
は
、a

.a
.O
.
(F
n
.
196),

S
.
522ff

、
規
定
の
位
置
に
つ
い
て
は
、S

.
533f.

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
」
下
森
定
ほ
か
﹇
編
著
﹈『
西
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
鑑
定
意
見
の
研
究
』（
法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）
二
一
一
頁
以

下
が
、
こ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
。
骨
子
は
次
の
通
り
で
あ
る：

改
正
提
案
三
〇
五
条
ａ
が
撤
回
権
の
要
件
を
定
め
て
お
り
、
そ
の
一
項
は
、
契
約
締
結
の
際

に
不
意
打
ち
さ
れ
た
当
事
者
が
撤
回
権
を
有
す
る
こ
と
と
不
意
打
ち
が
推
定
さ
れ
る
場
合
を
列
挙
し
、
二
項
が
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
条
お
よ
び
三
条
に
違
反
す
る
宣
伝

手
段
に
よ
っ
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
撤
回
権
が
生
じ
る
旨
を
規
定
す
る
。
三
〇
五
条
ｂ
は
撤
回
権
の
行
使
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ

ば
撤
回
期
間
は
、
撤
回
権
者
が
自
ら
の
撤
回
権
に
つ
い
て
知
っ
た
時
か
ら
一
週
間
で
あ
る
。
三
〇
五
条
ｃ
は
撤
回
権
の
効
果
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
三

〇
五
条
ｄ
に
よ
れ
ば
、
撤
回
権
者
の
不
利
と
な
る
合
意
は
無
効
で
あ
る
。

D
a
u
n
er-L

ieb
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
65),

S
.
119.

S
ta
u
d
in
g
er /G

u
n
ter W

eick
,
2004,

13 R
n
.
4;

V
g
l.
S
in
g
er,

a
.a
.O
.
(F
n
.
88),

S
.
28ff.;

C
h
ristp

h H
ein
rich

,
F
o
rm
a
l F
reih

eit u
n
d m

a
teria

l G
erich

tig
k
eit,

T
u
b
in
g
en 2000,

S
.
195ff.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
前
掲
注
（
96
）
と
そ
の
本
文
参
照
。

Z
o
lln
er

の
立
場
の
深
く
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、Z

iv
ilrech

tsw
issen

sch
a
ft u

n
d
 
Z
iv
ilrech

t im
 
a
u
sg
eh
en
d
en
 
20.

Ja
h
rh
u
n
d
ert,

A
cP 188

(1988),
85

で
、
次
の
よ
う
に
自
ら
を
描
写
し
て
い
る
点
か
ら
伺
え
よ
う：

「
戦
争
と
戦
争
直
後
の
窮
乏
を
経
験
し
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人

が
通
り
で
星
〔
の
ワ
ッ
ペ
ン
〕
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
様
子
を
、
自
ら
羞
恥
心
を
持
っ
て
見
て
い
た
ナ
チ
時
代
の
恐
怖
を
経
験
し
、
ア
メ
リ
カ

の
進
駐
と
そ
の
後
に
訪
れ
た
戦
争
の
終
結
を
重
大
な
解
放
、
し
か
も
戦
争
の
危
険
か
ら
の
解
放
だ
け
で
な
く
、
と
り
わ
け
政
治
的
抑
圧
か
ら
の
解
放
で
あ
る

と
感
じ
た
」
市
民
（B

u
rg
er,

Z
iv
ilisten

）、
と
。

同
じ
よ
う
に
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
撤
回
権
が
、「
成
人
た
る
市
民
」
と
い
う
像
と
一
致
し
な
い
と
す
る
意
見
と
し
て
、K

a
rl L

a
ren

z,
A
llg
em
ein
er

 
T
eil d

es d
eu
tsch

en b
u
rg
erlich

en R
ech

t,
7.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 1989,

3 II b
,
S
.
58;

G
ern

h
u
b
er,

W
M
 
1998,

1797

が
あ
る
。

Z
o
lln
er,

Ju
S 1988,

329,
332f.

Z
o
lln
er,

Ju
S 1988,

329f.,
336.

そ
こ
に
、
い
わ
ば
私
法
の
権
力
分
立
的
機
能
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

y
d
lin
sk
i,
a
.a
.

O
.
(F
n
.
64),

S
.
53ff.

や
契
約
自
由
の
民
主
主
義
的
機
能
を
語
るC

la
u
s-W

ilh
elm

 
C
a
n
a
ris,

V
ersto

ß
e
 
g
eg
en
 
d
a
s
 
v
erfa

ssu
n
g
srech

tlich
e

 
Ü
b
erm

a
ß
v
erb

o
t im

 
R
ech

t d
er G

esch
a
ftsfa

h
ig
k
eit u

n
d im

 
S
ch
a
d
en
sersa

tzrech
t,
JZ 1987,

993,
994f.

も
参
照
。Z

o
lln
er

とC
a
n
a
ris

は
、

表
面
的
な
見
解
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
考
え
方
の
基
礎
にF

ra
n
z B

o
h
m

のP
riv
a
trech

tsg
esellsch

a
ft

論
（P

riv
a
trech

tsg
esellsch

a
ft u

n
d
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M
a
rk
tw
irtsch

a
ft,
O
R
D
O
:
Ja
h
rb
u
ch fu

r d
ie O

rd
n
u
n
g v

o
n W

irtsch
a
ft u

n
d G

esellsch
a
ft 17

﹇1966

﹈,75

）
が
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、Zo

lln
er

の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
一
九
八
八
年
論
文
の
ほ
か
に
は
、Zo

lln
er,

P
riv
a
ta
u
to
n
o
m
ie u

n
d A

rb
eitsv

erh
a
ltn
is:

B
em
erk

u
n
g
en
 
zu
 
P
a
ria
t u

n
d
 
R
ich
tig
k
eitsg

ew
a
h
r b

eim
 
A
rb
eitsv

ertra
g
,
A
cP
 
176

(1976),
221,

237ff.,
d
ers.,

In
h
a
ltsfreih

eit b
ei

 
G
esellsch

a
ftsv

ertra
g
en
,
in
:
F
estsch

r.
100 Ja

h
re G

m
b
H
-G
esetz,

K
o
ln 1992,

S
.
85,

113ff.;
d
ers.,

R
eg
elu
n
g
ssp

ielra
u
m
e im

 
S
ch
u
ld
v
er-

tra
g
srech

t:
B
em
erk

u
n
g
en zu

r G
ru
n
d
rech

tsa
n
w
en
d
u
n
g im

 
P
riv
a
trech

t u
n
d zu d

en so
g
en
a
n
n
ten U

n
g
leich

g
ew
ich
tsla

g
en
,
A
cP 196

(1996),
1,15ff.

な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
、
念
頭
に
置
い
て
い
る
議
論
の
相
違
に
応
じ
て
、
そ
の
論
拠
の
力
点
も
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

Z
o
lln
er,

Ju
S
 
1988,

329,
335.

し
か
し
、
労
働
法
や
住
居
賃
貸
借
法
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
場
合
を
超
え
た
規
制
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を

批
判
し
て
い
る
。

W
o
lfg
a
n
g Z

o
lln
er,

D
ie B

u
rg
sch

a
ft d

es N
ich
tu
n
tern

eh
m
ers,

W
M
 
2000,

1.

こ
こ
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
議
論
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
後

述
す
る
。

Z
o
lln
er,

W
M
 
2000,

1,
3.

Z
o
lln
er,

W
M
 
2000,

1,
3f.

に
お
い
て
、
撤
回
権
が
た
ど
る
傾
向
性
を
予
測
し
て
い
る
点
が
、
興
味
深
く
本
稿
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
る
の
で
、
こ
こ

で
示
し
て
お
こ
う：

「
こ
の
よ
う
な
新
し
い
形
象
に
基
づ
く
法
展
開
は
、
常
に
次
の
よ
う
に
進
ん
で
い
く
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
は
比
較
的
狭
く
解
釈
さ
れ
、
類

推
の
代
わ
り
に
反
対
解
釈
（a

rg
u
m
en
tu
m
 
e co

n
tra
rio

）
が
主
張
さ
れ
る
。
次
第
に
解
釈
が
拡
大
さ
れ
、
つ
い
に
は
類
推
が
行
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
く
と

も
、
反
対
解
釈
は
方
法
論
的
形
象
と
し
て
衰
退
し
て
い
る
。」

Z
o
lln
er,

W
M
 
2000,

1,
4.

Z
o
lln
er,

a
.a
.O
.

B
G
H
Z 71,

358;
93,

264.

M
u
n
ch
K
o
m
m
/U
lm
er,

V
o
r

1 R
n
.
24;

詳
し
く
は
、W

a
lth
er H

a
d
d
in
g
/F
ra
n
z H

a
u
ser,

D
ie ziv

ilrech
tlich

e R
eich

w
eite d

es V
erb

o
ts

 
d
er V

erm
ittlu

n
g u

n
d d

es A
b
sch

lu
sses v

o
n D

a
rleh

en
sv
ertra

g
en im

 
R
eiseg

ew
erb

e,
W
M
 
1984,

1413;
K
la
u
s J.

H
o
p
t,
D
ie N

ich
tig
k
eit

 
v
o
n
 
D
a
rleh

en
sv
ertra

g
en
 
b
ei A

b
sch

lu
ß
o
d
er V

erm
ittlu

n
g
,
N
JW
 
1985,

1665.

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
の
解
釈
論
の
中
で
当
該
論
点
を
論
じ
る

C
la
u
s-W

ilh
elm

 
C
a
n
a
ris,

G
esetzlich

es V
erb

o
t u
n
d R

ech
tsg
esch

a
ft,

H
eid
elb
erg 1983,

S
.
36ff.

も
参
照
。

S
ta
u
d
in
g
er /O

la
f W

ern
er,

V
o
rb
em
.
zu
m
 
H
W
iG
,
R
n
.
37.

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
123,

F
n
.
191

は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
次
の
判
決
を
挙
げ
る：

稼
資
調
達
契
約
（A

u
ssteu

era
n
sch

a
ffu
n
g
sv
er-
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tra
g

）
に
関
す
るB

G
H
,
N
JW
 
1982,

1455

及
びB

G
H
,
N
JW
 
1982,

1457

、
二
〇
、〇
〇
〇
マ
ル
ク
の
家
具
の
注
文
に
関
す
るB

G
H
,
Z
IP
 
1988,

582
並
び
に
老
年
で
心
身
に
障
害
を
負
う
者
に
不
要
不
急
で
資
力
に
も
見
合
わ
な
い
家
屋
塗
装
契
約
を
性
急
に
決
心
さ
せ
た
事
例
で
あ
るO

L
G
 
F
ra
n
k
fu
rt,

N
JW

-R
R
 
1988,

501

。
ま
た
、M

u
n
ch
K
o
m
m
/C
h
ristia

n A
rm
b
u
ster,

5.
A
u
fl.,

2006,
138,

R
n
.
13

は
、
訪
問
販
売
状
況
そ
れ
自
体
で
は
良
俗
違

反
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
良
俗
違
反
の
判
断
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
総
合
衡
量
の
範
囲
内
で
（R

n
.
30

）
他
の
事
情
と
と
も
に
良
俗
違
反
を

導
び
く
こ
と
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、R

n
.
123

に
お
い
て
、
訪
問
販
売
状
況
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
家
具
売
買
契
約
を
良
俗
違
反
と
し
たB

G
H
 
N
JW

 
1988,

1373

を
適
切
な
も
の
と
し
て
引
用
し
、
訪
問
販
売
状
況
を
、
必
要
と
さ
れ
る
総
合
衡
量
の
範
囲
内
で
良
俗
違
反
性
に
つ
い
て
の
徴
表
と
し
て
引
き
合

い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
（
こ
の
記
述
は
、
本
条
の
前
任
の
執
筆
者
で
あ
るT

h
eo M

a
y
er-M

a
ly

の
も
の
と
同
旨
で
あ
る
。）。

B
G
H
,
N
JW
 
1988,

1373,
1378.

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.

P
eter G

o
ttw

a
ld
,
D
ie H

a
ftu
n
g fu

r cu
lp
a in co

n
tra
h
en
d
o
,
Ju
S 1982,

877,
882.

L
G
 
L
a
n
d
a
u
,
M
D
R
 
1974,

41.

こ
の
見
解
は
、
訪
問
販
売

法
の
制
定
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

S
ta
u
d
in
g
er /O

la
f W

ern
er,

V
o
rb
em
.
zu
m
 
H
W
iG
,
2001,

R
n
.
40.

B
y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.
708.

B
y
d
lin
sk
i

の
見
解
に
も
と
づ
い
て
、
大
久
保
邦
彦
「
消
費
者
法
の
体
系
的
独
立
性
」
神
戸
学
院
法
学
三
一
巻
四
号

（
二
〇
〇
二
年
）
二
一
頁
以
下
が
、
消
費
者
法
の
体
系
的
独
立
性
に
疑
問
を
呈
す
る
。B

y
d
lin
sk
i

の
見
解
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
同
稿
お
よ
び
ホ
セ
・
ヨ

ン
パ
ル
ト
「
私
法
の
体
系
と
そ
の
諸
原
理
｜

F
ra
n
z B

y
d
lin
sk
i

のS
y
stem

 
u
n
d P

rin
zip
ien d

es P
riv
a
trech

ts

を
読
ん
で
｜

」
上
智
法
学
論
集
四

〇
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
一
七
七
頁
を
参
照
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
前
提
に
撤
回
権
に
関
わ
る
部
分
の
み
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

B
y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.
741ff,

in
sb
.
749.

「
情
報
提
供
原
理
」
で
あ
る
。
大
久
保
・
前
掲
注
（

）
五
三
頁
。

B
y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.
750ff.,

in
sb
.
767.

「
規
制
原
理
（K

o
n
tro
llp
rin
zip

）」（
第
一
三
一
原
理
）
で
あ
る
。
大
久
保
・
前
掲
注
（

）
五
三

頁
以
下
。

B
y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.
718ff.,

734,
766.

詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
・
前
掲
注
（

）
二
五
頁
以
下
を
参
照
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
厳
密
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
消
費
者
保
護
法
（K

S
ch
G

）
上
の
解
除
権
（
三
条
一
項
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
機
能
的
に
は

撤
回
権
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
消
費
者
保
護
法
三
条
の
解
除
権
に
つ
い
て
は
、
増
成
牧
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
消
費
者
保
護
法
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
」

六
甲
台
論
集
三
四
巻
三
号
（
一
九
八
七
年
）
一
四
七
頁
以
下
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
撤
回
権
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
28
）
二
四
七
頁
以
下
参
照
。

V
g
l.
B
y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.
726.

大
久
保
・
前
掲
注
（

）
二
七
頁
。
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B
y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.
733f.,

u
n
d F

n
.
838.

B
y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.
730.

我
が
国
で
は
、
伊
藤
滋
夫
教
授
が
、
要
件
事
実
論
的
分
析
に
基
づ
い
て
、
事
業
者
側
が
「
消
費
者
側
に
は
情
報
格

差
・
交
渉
力
格
差
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
抗
弁
と
し
て
、
主
張
立
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
す
る
の
が
、
こ
れ
と
接
合
可
能

な
見
解
で
あ
る
（
伊
藤
滋
夫
『
要
件
事
実
の
基
礎
｜

裁
判
官
に
よ
る
法
的
判
断
の
構
造
』〔
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
〕
四
二
頁
以
下
）。
も
っ
と
も
、
伊
藤

教
授
は
、
消
費
者
概
念
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
る
点
で
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
伊
藤
教

授
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
前
掲
注
（

）
七
二
頁
以
下
〔
執
行
秀
幸
報
告
〕
お
よ
び
こ
れ
に
対
応
す
る
質
疑
に
お
け
る
伊
藤
教
授
の
発
言
（
同
三
九

頁
か
ら
四
一
頁
）
も
参
照
。

B
y
d
lin
sk
i,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

S
.
734f.

大
久
保
・
前
掲
注
（

）
は
、B

y
d
lin
d
k
i

の
見
解
を
我
が
国
の
「
交
渉
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
当
た
る
見
解
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
村
・
前
掲
注

（
２
）
一
八
頁
以
下
お
よ
び
こ
れ
と
併
せ
て
同
「
民
法
と
民
法
典
を
考
え
る
」『
法
典
・
教
育
・
民
法
学
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
〔
初
出
、
一
九
九
六
年
〕

八
八
頁
以
下
が
、
異
な
る
視
点
だ
が
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190).

同
書
に
関
し
て
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
つ
い
て
論
じ
る
部
分
が
藤
田
寿
夫
「
取
引
交
渉
過
程
上
の
法
的
責
任
」
伊

藤
進
ほ
か
﹇
編
﹈『
現
代
取
引
法
の
基
礎
的
課
題：

椿
寿
夫
教
授
古
稀
記
念
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
五
三
三
頁
以
下
な
ど
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
興
味
深
い
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
紹
介
で
あ
る
部
分
も
多
い
。
撤
回
権
に
関
す
る
部
分
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
基
本
権
保
護
の
過
剰
と
過
少
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
基
本
法
適
合
性
あ
る
い
は
立
法

者
が
こ
の
よ
う
な
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
基
本
法
上
の
問
題
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
法
政
策
上
の
問
題
が
あ

る
に
過
ぎ
な
い
。L

o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
211.

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

.S
.
32ff.

基
本
的
な
立
場
は
、F

ra
n
z
 
B
y
d
lin
sk
i,
P
riv
a
ta
u
to
n
o
m
ie
 
u
n
d
 
o
b
jek

tiv
e
 
G
ru
n
d
la
g
en
 
d
es

 
v
erp

flich
ten

d
en R

ech
tsg
esch

a
ftes,

W
ien
/N
ew
 
Y
o
rk 1967,

S
.
66ff.,

131ff.

に
よ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
、B

y
d
lin
sk
i

の
見
解
の
全
体
に
つ
い

て
は
、
山
下
末
人
『
法
律
行
為
論
の
現
代
的
展
開
』（
法
律
文
化
社
）
七
四
頁
、
大
久
保
・
前
掲
注
（

）
四
八
頁
以
下
参
照
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
38ff.

こ
れ
ら
三
つ
に
つ
い
て
は
、C

la
u
s-W

ilh
elm

 
C
a
n
a
ris,

D
ie V

ertra
u
en
sh
a
ftu
n
g im

 
d
eu
tch

en P
riv
a
trech

t,
M
u
n
ch
en 1971,

S
.
468ff.

以
上
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
こ
こ
で
は
断
念
し
、
こ
こ
で
は
、
撤
回
権
に
は
帰
責
性
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
連
す
る
最
小
限
の
事
柄
に
言
及
す

る
に
と
ど
め
る
。
こ
れ
ら
の
帰
責
原
理
に
つ
い
て
は
、
多
田
利
隆
『
信
頼
保
護
に
お
け
る
帰
責
の
理
論
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）、
と
り
わ
け
二
四
七
頁
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以
下
が
包
括
的
な
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
最
近
で
はA

n
d
rea

s W
ieb
e,
D
ie elek

tro
n
isch

e W
illen

serk
la
ru
n
g
:
K
o
m
m
u
n
ik
a
tio
n
sth
eo
retisch

e
 

u
n
d rech

tsd
o
g
m
a
tisch

e G
ru
n
d
la
g
en d

es elek
tro
n
isch

en G
esch

a
ftsv

erk
eh
rs,

M
u
n
ch
en 2002,

S
.
140ff.

が
電
子
取
引
を
素
材
と
し
て
興
味

深
い
再
検
討
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
点
は
、B

eg
r.
R
eg
E
,
B
T
-D
rs.

10 /2876,
S
.
8

に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),S

.164f.L
o
ren

z

の
危
殆
化
責
任
論
は
、（
そ
の
注
か
ら
推
察
す
る
に
）基
本
的
にK

a
rl L

a
ren

z /C
la
u
s-W

ilh
elm
 
C
a
n
a
ris,

L
eh
rb
u
ch d

es S
ch
u
ld
rech

ts,
II /2,

13.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 1994,

84 I,
S
.
599ff.

に
拠
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
危
殆
化
責
任
論

に
関
す
る
我
が
国
の
文
献
と
し
て
は
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
五
十
嵐
清
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
法
行
為
法
の
発
展
｜

危
険
責
任
を
中
心
に
」
鈴
木
禄
弥

ほ
か
﹇
編
﹈『
概
観
ド
イ
ツ
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
一
九
五
頁
以
下
、
浦
川
道
太
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
危
険
責
任
の
発
展
（
一
）〜（
三
）・

完
」
民
商
七
〇
巻
三
号
四
五
八
頁
以
下
、
四
号
六
〇
一
頁
以
下
、
五
号
（
一
九
七
四
年
）
七
七
三
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
危
険
責
任
法
の
基
礎
｜

ド
イ
ツ

民
法
典
の
成
立
と
危
険
責
任
の
展
開
｜

」
比
較
法
学
一
一
巻
二
号
（
一
九
七
六
年
）
八
一
頁
以
下
、
増
田
栄
作
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
事
責
任
体
系
論
の
展

開
（
１
）
〜（
３
・
完
）
｜

危
険
責
任
論
の
検
討
を
中
心
と
し
て
｜

」
立
命
一
九
九
四
年
五
号
一
〇
七
〇
頁
以
下
、
一
九
九
五
年
一
号
九
七
頁
以
下
、
一
九

九
五
年
二
号
四
〇
五
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
危
険
責
任
法
理
の
現
状
」『
中
川
淳
先
生
古
希
記
念
論
文
集
・
民
事
責
任
の
規
範
構
造
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇

〇
一
年
）
一
九
三
頁
以
下
、
橋
本
佳
幸
『
責
任
法
の
多
元
的
構
造
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
〔
初
出
、
二
〇
〇
二
年
〕）
一
六
六
頁
以
下
な
ど
参
照
、
さ
ら

に
契
約
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
多
田
・
前
掲
注
（

）
一
四
九
頁
以
下
お
よ
び
二
七
二
頁
以
下
参
照
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
165.

L
o
ren

z

が
撤
回
権
を
限
定
列
挙
的
に
理
解
す
る
根
拠
の
一
端
は
こ
こ
に
あ
る
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
167.

目
的
論
的
制
限
に
つ
い
て
は
、a

.a
.O
.,
S
.
153,

F
n
.
330

に
て
言
及
し
て
い
る
。T

im
 
D
ry
g
a
la
,
W
o
h
n
u
n
g
s-

m
ietv

ertra
g
e a

ls H
a
u
stu
rg
esch

a
ft?,

N
JW
 
1994,

3260,
3262ff.

は
、
住
居
賃
貸
借
契
約
の
変
更
・
解
消
に
関
し
て
訪
問
販
売
法
の
適
用
の
目
的
論

的
制
限
を
主
張
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
保
護
が
不
十
分
な
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
、
二
四
二
条
あ
る
い
は
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
用
い
て
救

済
が
図
ら
れ
る
と
す
る
（a

.a
.O
.
3266

）。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
167.

さ
ら
に
、L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
168f.

が
指
摘
す
る
問
題
（
適
切
な
教
示
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
教
示
の
な
か
っ
た
こ
と
と
期
間
内
に
撤

回
が
な
か
っ
た
こ
と
に
因
果
関
係
が
な
い
と
き
で
も
、
無
制
限
に
撤
回
が
許
さ
れ
る
こ
と
）
は
、
制
度
全
体
の
合
理
性
を
疑
わ
せ
る
問
題
で
あ
る
と
は
思
え

な
い
し
、
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
目
的
論
的
制
限
な
い
し
権
利
濫
用
に
基
づ
く
制
限
を
考
え
れ
ば
足
り
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
我
が
国
に

お
け
る
問
題
も
含
め
て
、
尾
島
茂
樹
「
適
法
に
告
知
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
権
の
行
使
制
限
｜

ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
と
し

北研45(3・ )140 584

論 説



て
｜

」
金
沢
法
学
四
一
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）
一
八
一
頁
以
下
参
照
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
一
般
条
項
を
用
い
た
解
決
を
提
唱
す
るM

ed
icu
s,
a
.a
.O
.
(F
n
.
196),

S
.
533

は
、
教
示
義
務
を
大
幅
に
後
退
さ
せ
て
、
撤
回
期
間

を
撤
回
権
者
が
自
ら
の
撤
回
権
に
つ
い
て
知
っ
た
時
か
ら
開
始
さ
せ
て
い
る
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
169ff.

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
445ff.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
藤
田
・
前
掲
注
（

）
五
四
八
頁
以
下
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
212.

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
171,

212.

つ
ま
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
に
お
け
る
補
充
性
の
ド
グ
マ
を
打
破
す
る
こ
と
で
あ
る
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
198.

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
199.

「
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
純
粋
に
任
意
の
、
相
手
方
に
帰
責
可
能
で
な
い
撤
回
可
能
性
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一

二
二
条
に
比
較
可
能
な
方
法
で
補
償
と
し
て
相
手
方
の
信
頼
利
益
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
い
だ
ろ
う
。」

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.201.

ま
た
、
消
費
者
信
用
法
に
お
い
て
は
、
一
回
払
い
の
支
払
猶
予
に
つ
い
て
も
撤
回
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
過
大
な
保
護
で
あ
る
と
す
る
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
200.

さ
ら
に
、
契
約
解
消
権
が
具
体
的
な
構
成
要
件
に
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
、「
抽
象
的
危

険
に
着
目
し
た
『
消
費
者
保
護
』
撤
回
権
が
個
別
事
例
の
状
況
と
関
係
な
く
『
恣
意
的
で
』
一
方
的
な
契
約
の
解
消
を
可
能
と
す
る
場
合
」、
自
己
決
定
と
分

か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
自
己
責
任
の
原
則
を
私
法
か
ら
追
放
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最
後
に
は
無
思
慮
な
行
動
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
撤
回
権

に
強
い
警
戒
感
を
示
し
て
い
る
（S

.
41f.

）。L
o
ren

z

は
、
こ
の
こ
と
か
ら
契
約
解
消
に
お
い
て
は
相
手
方
に
一
定
の
帰
責
原
理
が
働
く
必
要
が
あ
る
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
195f.,

200.

こ
の
場
合
、
個
別
の
事
例
に
お
い
て
撤
回
権
の
適
用
範
囲
に
目
的
論
的
制
限
を
施
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
立
法
者
が
採
用
す
る
定
型
化
と
い
う
手
法
と
相
容
れ
ず
、
判
例
・
学
説
も
、
個
別
の
事
例
に
お
け
る
消
費
者
の
具
体
的
要
保
護
性
や
教
育
の
程

度
若
し
く
は
取
引
経
験
を
考
慮
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
撤
回
権
を
行
使
す
る
動
機
も
、
顧
慮
さ
れ
な
い
。V

g
l.,
L
o
ren

z,
a
.a
.O
.

(F
n
.
190),

S
.
196,

F
n
.
564,

565 u
n
d 566.

L
o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
200f.

同
じ
く
消
費
者
信
用
に
つ
い
て
そ
の
正
当
性
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
、M

ed
icu
s,
a
.a
.O
.

(F
n
.
196),

S
.
524ff.

お
よ
びH

a
rm
 
P
eter W

esterm
a
n
n
,
V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tz,

in
:
G
u
ta
ch
ten u

n
d V

o
rsch

la
g
e zu

r Ü
b
era

rb
eitu

n
g d

es
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S
ch
u
ld
rech

ts,
B
d
.
3,
K
o
ln 1983,

S
.
95ff.,

L
a
ren

z /W
o
lf,
a
.a
.O
.
(F
n
.
64),

39 R
n
.
19,

S
.
717f.

な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
。W

esterm
a
n
n

の

鑑
定
意
見
に
つ
い
て
は
、
関
武
志
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
保
護
｜

ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
鑑
定
意
見
の
紹
介
を
中
心
に
｜

」
下
森
定
ほ
か
﹇
編
著
﹈『
西

ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
鑑
定
意
見
の
研
究
』（
法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）
六
一
七
頁
以
下
、
特
に
六
三
九
頁
以
下
参
照
。

但
し
、
同
じ
契
約
類
型
関
連
型
の
撤
回
権
で
あ
る
通
信
教
育
受
講
者
保
護
法
に
お
け
る
撤
回
権
に
つ
い
て
は
、
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
同
法
で
認
め
ら
れ
て

い
る
二
週
間
は
、
教
材
の
質
並
び
に
自
己
の
習
得
能
力
お
よ
び
学
習
の
必
要
性
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
い
う
。
通
信
教
育
受
講
者
保
護

法
五
条
は
契
約
の
解
除
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
解
除
権
は
、
四
条
の
撤
回
権
に
よ
る
再
検
討
が
可
能
と
な
っ
た
後
に
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
。L

o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
205f.

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

345.
C
a
n
a
ris

は
、
す
で
に
一
八
九
一
年
にP

h
ilip

p H
eck

が
、
割
賦
購
入
者
の
法
定
後
悔
権
の
導
入
を
提
案
し
て

お
り
、
そ
の
際
、
今
日
も
な
お
重
要
な
論
拠
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
多
く
の「
変
化
」が
こ
の
時
代
に
す
で
に
必
要
と
な
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る（v

g
l.

H
eck

,
V
erh

a
n
d
lu
n
g
en d

es E
in
u
n
d
zw
a
n
zig
sten D

eu
tsch

en Ju
risten

ta
g
s,
2.
B
d
.,
B
erlin 1891,

40f.,
S
.
181ff.

）。

こ
こ
で
のC

a
n
a
ris

の
記
述
は
、
浮
動
的
無
効
構
成
を
採
用
し
て
い
た
訪
問
販
売
法
一
条
及
び
消
費
者
信
用
法
七
条
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
留
意
さ

れ
た
い
。

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

344f.

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

345.

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

346.

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

346f.

こ
の
点
は
、
前
述
し
たL

o
ren

z

と
同
旨
で
あ
る
。

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

348.

B
T
-D
ru
ck
s.
10 /2876,

S
.
10 u

n
d 14.

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

347f.

H
eck

,
a
.a
.O
.
(F
n
.
266),

S
.
148.

C
a
n
a
ris,

A
cP 200

(2000),
273,

348f.

し
た
が
っ
て
、C

a
n
a
ris

は
、
無
利
息
の
割
賦
販
売
に
つ
い
て
「
撤
回
権
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
、

筋
が
通
ら
な
い
し
、
編
纂
誤
謬
（R

ed
a
k
ito
n
sv
erseh

en

）
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
す
る
（a

.a
.O
.,
F
n
.
269

）。「
編
纂
誤
謬
」
の

概
念
に
つ
い
て
は
、
青
井
秀
夫
『
法
理
学
概
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
五
六
九
頁
以
下
。

但
し
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
消
費
」
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、C

a
n
a
ris,

A
cP
,
200

(2000),
273,

350f.

参
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照
。

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

349ff.
家
族
な
ど
が
当
該
契
約
締
結
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
的
な
意
思
形
成
を
担
保
す
る
と
い
う
実
際
上
の
機
能
に
つ
い
て
は
、G

H
E
S
T
IN
,

su
rp
ra
 
n
o
te 28,

n
476

が
、
熟
慮
期
間
の
供
与
に
よ
っ
て
「
家
族
全
員
に
よ
る
契
約
の
検
査
」
が
許
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
と
類
似
の
発
想
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

351.

C
a
n
a
ris,

A
cP
 
200

(2000),
273,

352.

現
在
で
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
〇
条
三
項
と
な
っ
て
い
る
旧
Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
二
四
条
ａ
も
、
そ
の
よ
う
な
一
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばC

a
n
a
ris,

A
cP

 
200

(2000),
273,

362ff.
同
条
に
つ
い
て
は
、
石
原
全
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
約
款
規
制
法
の
改
正
」（
一
橋
大
学
）
法
学
研
究
三
〇
号
（
一
九
九
七
年
）
三

頁
以
下
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
観
点
が
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
我
が
国
で
は
こ
の
観
点
が
過
剰
に
強
調
さ
れ
て
い
る
嫌
い
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Z
o
lln
er,

Ju
S 1988,

329,
336.

こ
こ
でZ

o
lln
er

は
、
歴
史
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
の
重
商
主
義
的
な
経
済
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
（a

.a
.O
.

329f.

）。

但
し
、L

o
ren

z

の
消
費
者
信
用
に
お
け
る
撤
回
権
に
関
す
る
議
論
参
照
。

行
為
能
力
の
よ
う
な
他
の
制
度
も
含
め
て
、L

o
ren

z,
a
.a
.O
.
(F
n
.
190),

S
.
88ff.

が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。

我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義

）』
六
一
頁
、
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
』（
弘
文
堂
、
第
四
版
、
一
九
八
六
年
）
四
六
頁
、
四
宮
和
夫
／
能
見
善
久

『
民
法
総
則
』（
弘
文
堂
、
第
七
版
）
三
一
頁
。

四
宮
・
前
掲
注
（

）、
四
宮
／
能
見
・
前
掲
注
（

）
三
一
頁
以
下
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義

（
総
則
）』（
有
斐
閣
、
第
二
版
）
三
八
頁
以
下
参
照
。

制
限
行
為
能
力
制
度
に
お
け
る
上
記
の
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
熊
谷
士
郎
『
意
思
無
能
力
法
理
の
再
検
討
』（
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
二

頁
以
下
参
照
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
制
限
行
為
能
力
制
度
に
近
い
制
度
だ
と
い
う
説
明
（
河
上
・
前
掲
注
（
７
））
に
も
頷
け
る
。

星
野
英
一
「
時
効
に
関
す
る
覚
書
｜

そ
の
存
在
理
由
と
中
心
と
し
て
｜

」
同
『
民
法
論
集

第
四
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
〔
初
出
、
一
九
六
九
〜
七

四
年
〕）
一
四
七
頁
以
下
、
特
に
三
〇
三
頁
。
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も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
理
解
が
困
難
に
な
る
こ
と
は
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
者
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
批
判
が

向
け
ら
れ
る
こ
と
は
生
じ
う
る
。
時
効
制
度
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
星
野
・
前
掲
注
（

）。
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