
瑕
疵
担
保
責
任
の
比
較
法
的
考
察
︵
四
︶

︱
︱
日
本
・
フ
ラ
ン
ス
・
Ｅ
Ｕ
︱
︱

野

澤

正

充

序

章

本
稿
の
課
題
と
対
象

第
一
章

日
本
法
⑴
︱
︱
法
定
責
任
説
と
判
例
法
の
形
成

第
一
節

起
草
者
の
見
解
と
そ
の
評
価
︵
以
上
七
三
号
︶

第
二
節

法
定
責
任
説
の
形
成
︵
以
上
七
四
号
︶

第
三
節

大
審
院
大
正
一
四
年
判
決
と
そ
の
評
価

第
四
節

最
高
裁
昭
和
三
六
年
判
決
の
理
解
︵
以
上
七
六
号
︶

第
二
章

日
本
法
⑵
︱
︱
債
務
不
履
行
責
任
説
の
台
頭
と
展
開

第
一
節

債
務
不
履
行
責
任
説
の
台
頭

第
一
款

一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
国
際
的
動
向

第
二
款

債
務
不
履
行
責
任
説
の
登
場

第
三
款

法
定
責
任
説
か
ら
の
反
論

第
四
款

ま
と
め
︱
︱
若
干
の
考
察
を
か
ね
て
︵
以
上
本
号
︶

第
二
節

債
務
不
履
行
責
任
説
の
展
開
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第
三
節

近
年
に
お
け
る
学
説
の
動
向

第
四
節

日
本
法
の
ま
と
め

第
三
章

フ
ラ
ン
ス
法
⑴
︱
︱
一
九
八
六
年
ま
で

第
四
章

フ
ラ
ン
ス
法
⑵
︱
︱
一
九
八
六
年
以
降

第
五
章

総
括
と
展
望

第
二
章

日
本
法
⑵
︱
︱
債
務
不
履
行
責
任
説
の
台
頭
と
展
開

第
一
節

債
務
不
履
行
責
任
説
の
台
頭

第
一
款

一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
国
際
的
動
向

一

新
た
な
問
題
の
提
起

瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
学
説
は
、
同
責
任
が
当
事
者
間
の
公
平
を
図
り
、
取
引
の
信
用
を
維
持
す
る
た
め
に
、
法

が
特
に
認
め
た
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
解
す
る
点
︵
法
定
責
任
説
︶
で
は
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
不
特
定
物
の
売
買
に
も
瑕
疵
担

保
責
任
の
適
用
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
⒜
瑕
疵
担
保
責
任
は
特
定
物
の
売
買
の
み
に
適

用
さ
れ
、
不
特
定
物
の
売
買
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
通
説
︵
鳩
山
・
末
弘
・
我
妻
︶
と
、
⒝
不
特
定
物
の
売
買
で
あ
っ
て
も
、
目

的
物
が
特
定
さ
れ
た
後
は
、
特
定
物
の
売
買
と
同
じ
く
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解
︵
判
例
︶
と
が
鋭
く
対
立

(

)

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
説
の
対
立
は
、
昭
和
三
二
年
︵
一
九
五
七
︶
の
日
本
私
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ

(

)

ウ
ム
に
お
い
て
﹁
一
つ

1

2

瑕疵担保責任の比較法的考察（4）（野澤正充）

295



の
ピ
ー
ク
﹂
を
迎
え
、
こ
れ
を
契
機
に
﹁
両
説
が
歩
み
よ
り
、
少
な
く
と
も
、
結
果
に
関
し
て
は
、
両
説
と
も
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
に
到

達
﹂
し
て
、
収
束
し
た
か
に
思
わ

(

)

れ
た
。

3

し
か
し
、
右
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
直
後
か
ら
、﹁
瑕
疵
担
保
責
任
も
一
般
的
な
契
約
責
任
の
中
に
解
消
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、

本
来
の
債
務
不
履
行
責
任
と
の
区
別
は
原
則
と
し
て
存
在
し

(

)

な
い
﹂
と
す
る
債
務
不
履
行
責
任
説
が
登
場
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
ア

4

プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
共
通
の
基
盤
な
い
し
直
接
の
契
機
と
な
っ
た

の
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
次
の
二
つ
の
統
一
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
統
一
商
法
典
︵
U
n
ifo
rm

C
o
m
m
e
r-

cia
l
C
o
d
e︱
一
九
五
二
年
︶
と
国
際
動
産
売
買
統
一
法
草
案
︵
P
ro
je
t
d
�u
n
e
lo
i
u
n
ifo
rm
e
su
r
la
v
e
n
te
in
te
rn
a
tio
n
a
le
d
e
s
o
b
je
ts

m
o
b
ilie
rs
co
rp
o
re
ls︱
一
九
五
六
年
︶
で
あ
り
、﹁
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
瑕
疵
担
保
と
い
う
名
称
が
姿
を
消
し
、
そ
れ
に
相
当
す
る
制

度
が
債
務
不
履
行
の
一
環
と
し
て
規
定
﹂
さ
れ
て

(

)

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
統
一
法
に
着
目
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
先
陣

5

を
切
っ
た
の
は
、
五
十
嵐
清
教
授
に
よ
る
﹁
瑕
疵
担
保
と
比
較
法
﹂
︵
昭
和
三
四
︱
三
五
年
︶
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
教
授
に
よ
る
債

務
不
履
行
責
任
説
を
検
討
す
る
前
に
、
右
の
二
つ
の
統
一
法
の
規
定
を
概
観
す
る
。

二

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
統
一
商
法
典
︵
一
九
五
二
年
︶

⑴

統
一
商
法
典
の
沿
革

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
各
州
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
商
事
法
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
商
事
法
の
不
統
一
が
、
各
州

間
の
商
取
引
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
九
世
紀
の
末
頃
か
ら
、
そ
の
統
一
が
図
ら
れ
て

(

)

き
た
。
そ
し
て
、
統
一
商
法
典
の
制
定

6

は
、
一
九
四
〇
年
代
以
降
に
本
格
化
し
、
一
九
五
二
年
に
採
択
さ
れ
る
に
至

(

)

っ
た
。

7

統
一
商
法
典
の
中
の
﹁
売
買
﹂
︵
第
二
編
︶
に
関
す
る
規
定
は
、
一
九
〇
六
年
に
制
定
さ
れ
た
統
一
売
買
法
︵
U
n
ifo
rm

S
a
le
s
A
ct︶

を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
統
一
売
買
法
は
、
一
八
九
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
動
産
売
買
法
︵
S
a
le
o
f
G
o
o
d
s
A
ct
o
f
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1
8
9
3︶
に
な
ら
っ
た
も
の
で

(

)

あ
る
た
め
、
瑕
疵
担
保
責
任
も
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
︵
w
a
rra
n
ty
=
保

8

証
︶
条
項
に
対
す
る
違
反
と
し
て
構
成
さ
れ
て

(

)

い
た
。
し
か
し
、
統
一
商
法
典
は
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
の
要
件
に
関
し
て
は
特
別
の
規
定

9

︵
二
︱
三
一
二
条
以
下
︶
を
残
し
た
も
の
の
、
そ
の
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
不
適
切
な
引
渡
し
︵
Im
p
ro
p
e
r
D
e
liv
e
ry
︶
に
対
す
る

買
主
の
権
利
の
問
題
と
し
て
、﹁
契
約
違
反
、
拒
絶
及
び
免
責
﹂
︵
B
re
a
ch
,re
p
u
d
ia
tio
n
a
n
d
e
x
cu
se︶
の
章
︵
第
六
章
︶
に
規
定
し
た
。

か
く
し
て
、
統
一
商
法
典
に
お
い
て
は
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
と
瑕
疵
担
保
責
任
お
よ
び
債
務
不
履
行
責
任
の
区
別
は
、﹁
完
全
に
消
滅
し
た
﹂

と
さ

(

)

れ
る
。

10

以
下
で
は
、
こ
の
瑕
疵
担
保
責
任
︵
契
約
の
不
適
合
な
い
し
不
適
切
な
引
渡
し
︶
に
関
連
す
る
統
一
商
法
典
の

(

)

規
定
を
、
必
要
な
範
囲

11

に
お
い
て
概
観
す
る
。

⑵

瑕
疵
担
保
責
任
に
関
連
す
る
規
定
①
︱
︱
要
件

ま
ず
、
統
一
商
法
典
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
従
っ
て
、
売
買
の
目
的
物
の
品
質
、
性
能
ま
た
は
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
保
証

︵
ワ
ラ
ン
テ
ィ
︶
し
な
い
限
り
、
売
主
が
責
任
を
負
わ
な
い
と
の
前
提
に
立
つ
︵﹁
買
主
を
し
て
注
意
せ
し
め
よ
﹂︹
ca
v
e
a
t
e
m
p
to
r︺
の
原

則
︶
。
そ
し
て
、
売
主
に
よ
る
ワ
ラ
ン
テ
ィ
は
、
明
示
に
よ
る
場
合
︵
e
x
p
re
ss
w
a
rra
n
ty
=
二
︱
三
一
三
条
︶
と
黙
示
に
よ
る
場
合

︵
im
p
lie
d
w
a
rra
n
ty
=
二
︱
三
一
四
、
三
一
五
条
︶
が
あ
る
こ
と
を
規
定

(

)

す
る
。

12

二
︱
三
一
三
条

確
言
、
約
束
、
説
明
、
見
本
に
よ
る
明
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ

⑴

売
主
に
よ
る
明
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
。

⒜

売
主
が
買
主
に
対
し
て
な
し
た
事
実
の
確
言
ま
た
は
約
束
で
あ
っ
て
、
そ
の
物
品
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
引
の
基
礎

の
一
部
を
な
す
も
の
は
、
そ
の
物
品
が
確
言
ま
た
は
約
束
に
合
致
す
る
旨
の
明
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
を
生
ぜ
し
め
る
。

⒝

物
品
に
つ
い
て
の
説
明
で
取
引
の
基
礎
の
一
部
を
な
す
も
の
は
、
そ
の
物
品
が
そ
の
説
明
に
合
致
す
る
旨
の
明
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
を
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生
ぜ
し
め
る
。

⒞

見
本
︵
サ
ン
プ
ル
ま
た
は
モ
デ
ル
︶
で
取
引
の
基
礎
の
一
部
を
な
す
も
の
は
、
そ
の
物
品
の
全
体
が
そ
の
見
本
︵
サ
ン
プ
ル
ま
た
は

モ
デ
ル
︶
に
合
致
す
る
旨
の
明
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
を
生
ぜ
し
め
る
。

⑵

明
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
の
発
生
に
は
、
売
主
が
﹁
担
保
す
る
︵
w
a
rra
n
t︶﹂
も
し
く
は
﹁
保
証
す
る
︵
g
u
a
ra
n
te
e︶﹂
と
い
っ
た
形
式

的
文
言
を
使
用
す
る
こ
と
も
、
ま
た
売
主
が
ワ
ラ
ン
テ
ィ
を
す
る
特
別
の
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
必
要
で
な
い
。
し
か
し
、
物
品
の

価
値
の
み
に
つ
い
て
の
確
言
ま
た
は
物
品
に
つ
い
て
の
売
主
の
意
見
も
し
く
は
推
奨
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
表
示
は
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
を
生
ぜ

し
め
な
い
。

二
︱
三
一
四
条

黙
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
・
商
品
性
・
取
引
の
慣
行

⑴

物
品
に
商
品
性
が
あ
る
と
い
う
ワ
ラ
ン
テ
ィ
は
、
売
主
が
そ
の
種
類
の
物
品
に
関
す
る
商
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
売
買
契
約
中
に
黙

示
に
包
含
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
ワ
ラ
ン
テ
ィ
が
排
除
ま
た
は
変
更
さ
れ
る
場
合
︵
二
︱
三
一
六
条
︶
を
除
く
。
本

条
に
お
い
て
は
、
飲
食
物
の
有
償
サ
ー
ビ
ス
は
、
消
費
さ
れ
る
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
売
買
と
す
る
。

⑵

物
品
に
商
品
性
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒜

契
約
上
の
説
明
に
合
う
も
の
と
し
て
取
引
上
異
議
な
く
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

⒝

代
替
性
の
あ
る
物
品
の
場
合
に
は
、
説
明
の
範
囲
内
で
公
正
に
み
て
平
均
的
品
質
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と

⒞

そ
の
よ
う
な
物
品
が
使
用
さ
れ
る
通
常
の
目
的
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

⒟

契
約
に
含
ま
れ
て
い
る
各
単
位
内
で
も
、
各
単
位
を
比
較
し
て
も
、
合
意
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
偏
差
の
範
囲
内
で
、
均
一
の

種
類
、
品
質
お
よ
び
数
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と

⒠

合
意
上
の
要
求
に
充
分
に
合
致
す
る
内
容
、
包
装
お
よ
び
内
容
表
示
が
あ
る
こ
と
、
か
つ
、

⒡

容
器
ま
た
は
内
容
表
示
に
示
さ
れ
て
い
る
約
束
ま
た
は
事
実
の
確
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
に
合
致
す
る
こ
と

⑶

そ
の
他
の
黙
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
が
、
商
談
の
経
過
ま
た
は
取
引
慣
行
か
ら
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
ワ
ラ
ン
テ
ィ
が
排
除
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ま
た
は
変
更
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

二
︱
三
一
五
条

黙
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
・
特
定
の
目
的
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

契
約
締
結
当
時
に
お
い
て
、
そ
の
物
品
が
求
め
ら
れ
て
い
る
特
定
の
目
的
を
売
主
が
知
る
べ
か
り
し
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
買
主
が
適

切
な
物
品
を
選
択
し
、
ま
た
は
供
給
す
る
に
つ
い
て
売
主
の
技
能
も
し
く
は
判
断
に
信
頼
し
て
い
る
こ
と
を
売
主
が
知
る
べ
か
り
し
場
合
に

は
、
次
条
︵
ワ
ラ
ン
テ
ィ
の
排
除
ま
た
は
変
更
︱
筆
者
注
︶
に
よ
っ
て
排
除
ま
た
は
変
更
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
物
品
は
、
そ
の
よ
う
な

目
的
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
黙
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
に
は
、
所
有
権
︵
T
itle︶
が
完
全
に
譲
渡
さ
れ
、
そ
の
移
転
が
適
法
で
あ
り
、
い
か
な
る
担
保
権
や
負
担

を
伴
う
こ
と
な
く
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
を
担
保
す
る
旨
の
も
の
が
あ
る
︵
二
︱
三
一
二
条
︶
。
こ
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
も
黙
示
の
も
の

で

(

)

あ
り
、
日
本
民
法
の
追
奪
担
保
責
任
︵
五
六
一
条
︶
や
制
限
物
権
・
抵
当
権
等
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
売
主
の
担
保
責
任
︵
五
六
六
、

13

五
六
七
条
︶
に
相
当
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
民
法
の
瑕
疵
担
保
責
任
︵
五
七
〇
条
︶
に
相
当
す
る
の
は
、﹁
瑕
疵
﹂
の
定
義
に
よ
る
も
の
の
、
黙
示
の
ワ
ラ
ン

テ
ィ
︵
二
︱
三
一
四
条
⑵
⒞
︶
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
の
効
果
は
、
統
一
商
法
典
に
お
い
て
は
、
特
別
な
も
の
で

は
な
く
、
一
般
の
契
約
違
反
︵
債
務
不
履
行
︶
と
同
じ
で
あ
る
。

⑶

瑕
疵
担
保
責
任
に
関
連
す
る
規
定
②
︱
︱
効
果

6

概
観
︱
︱
買
主
の
四
つ
の
救
済
方
法

ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
︵
b
re
a
ch
o
f
w
a
rra
n
ty
︶
の
効
果
は
、
イ
ギ
リ
ス
動
産
売
買
法
に
お
い
て
は
、
通
常
の
契
約
違
反
と
峻
別
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
統
一
売
買
法
で
は
本
質
的
な
契
約
違
反
と
さ
れ
、
統
一
商
法
典
で
は
、﹁
ワ
ラ
ン
テ
ィ
の
違
反
﹂
︵
b
re
a
ch
o
f
w
a
r-
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ra
n
ty
︶
と
い
う
項
目
も
な
く

(

)

な
り
、
前
述
の
よ
う
に
、﹁
契
約
違
反
﹂
の
問
題
と
し
て
規
定
さ
れ
て

(

)

い
る
。

14

15

ま
ず
、
効
果
の
全
体
を
概
観
す
る
と
、
売
主
が
ワ
ラ
ン
テ
ィ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
買
主
は
、
次
の
四
つ
の
救
済
方
法
の
一
つ
を

選
択
す
る
こ
と
と

(

)

な
る
。

16

第
一
に
、
買
主
は
、
物
品
の
受
領
︵
a
c
c
e
p
ta
n
c
e︶
を
拒
絶
し
︵
二
︱
六
〇
一
条
︶
、
ま
た
は
受
領
し
て
も
、
そ
の
受
領
を
撤
回
す
る

こ
と
が
で
き
る
︵
二
︱
六
〇
八
条
︶
。

第
二
に
、
物
品
を
受
領
し
て
、
売
主
か
ら
の
代
金
支
払
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
契
約
違
反
の
抗
弁
を
主
張
し
て
、
代
金
の
減
額
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
︵
二
︱
七
一
七
条
︶
。

第
三
は
、
物
品
を
受
領
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
︵
二
︱
七
一
一
条
以
下
︶
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
買
主
は
、
第
一
の
受
領
拒
絶
な
い
し
は
受
領
の
撤
回
を
前
提
に
、
契
約
を
解
除
︵
re
scin
d
︶
し
、
売
主
に
対
し
て
損
害
賠

償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
二
︱
七
一
一
条
以
下
︶
。

た
だ
し
、
売
主
に
は
、
次
の
規
定
に
よ
り
、
追
完
権
な
い
し
代
物
給
付
権
が
認
め
ら
れ
る
。

二
︱
五
〇
八
条

不
適
当
な
提
供
ま
た
は
引
渡
し
の
売
主
に
よ
る
追
完
・
提
供
の
や
り
な
お
し

⑴

売
主
に
よ
る
提
供
ま
た
は
引
渡
し
が
、
契
約
に
適
合
し
な
い
と
し
て
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
履
行
期
が
過
ぎ
て
い
な
い
と
き

は
、
売
主
は
こ
れ
を
追
完
す
る
意
思
を
買
主
に
対
し
て
適
時
に
通
知
し
、
そ
の
契
約
期
限
内
に
契
約
に
適
合
す
る
引
渡
し
を
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

⑵

買
主
が
契
約
に
適
合
し
な
い
と
し
て
拒
絶
し
た
場
合
で
も
、
減
額
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
受
領

し
て
も
ら
え
る
と
信
ず
る
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
売
主
は
、
買
主
に
対
し
て
適
時
に
通
知
す
れ
ば
、
そ
の
後
相
当
の
期
間
内
に
契
約
に
適

合
す
る
提
供
を
や
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
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以
下
で
は
、
右
の
四
つ
の
救
済
方
法
を
、
個
別
に
検
討
す
る
。

7

受
領
の
拒
絶
と
撤
回

売
主
が
ワ
ラ
ン
テ
ィ
も
含
め
た
契
約
に
違
反
す
る
と
、
買
主
は
、
そ
の
物
品
の
受
領
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
︱
六
〇
一
条

引
渡
し
が
適
切
を
欠
く
場
合
の
買
主
の
権
利

物
品
ま
た
は
そ
の
引
渡
し
の
提
供
に
何
ら
か
契
約
に
適
合
し
て
い
な
い
点
が
あ
る
と
き
は
、
分
割
給
付
契
約
の
違
反
に
関
す
る
本
編
の
規

定
︵
六
︱
六
一
二
条
︶
に
従
う
場
合
、
お
よ
び
、
救
済
に
つ
い
て
の
制
限
に
関
す
る
規
定
︵
二
︱
七
一
八
条
お
よ
び
二
︱
七
一
九
条
︶
に
基

づ
い
て
別
段
の
合
意
を
し
た
場
合
を
除
き
、
買
主
は
、
次
の
い
ず
れ
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る
。

⒜

そ
の
全
部
を
拒
絶
し
、

⒝

そ
の
全
部
を
受
領
し
、
ま
た
は
、

⒞

一
個
も
し
く
は
数
個
の
商
取
引
単
位
を
受
領
し
、
そ
の
残
部
を
拒
絶
す
る
。

た
だ
し
、
買
主
が
物
品
の
受
領
を
拒
絶
す
る
た
め
に
は
、﹁
そ
の
引
渡
し
ま
た
は
提
供
の
後
、
合
理
的
な
期
間
︵
re
a
so
n
a
b
le
tim
e︶

内
に
﹂
、
売
主
に
対
し
て
そ
の
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
二
︱
六
〇
二
条
⑴
︶
。
ま
た
、
買
主
は
、
物
品
を
受
領
し
た
と
し

て
も
、
﹁
契
約
違
反
を
発
見
し
た
時
ま
た
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
時
以
後
合
理
的
期
間
内
に
そ
の
違
反
を
売
主
に
通
知
﹂

す
れ
ば
、﹁
契
約
の
不
適
合
に
関
﹂
す
る
他
の
救
済
手
段
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
︵
二
︱
六
〇
七
条
⑶
⒜
︶
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的

な
救
済
手
段
は
、
次
項
以
降
の
8
な
い
し
9
と
な
る
。

ま
た
、
買
主
は
、
受
領
し
た
と
し
て
も
、
物
品
が
﹁
契
約
に
適
合
し
な
い
﹂
こ
と
を
理
由
に
受
領
を
撤
回
で
き
︵
二
︱
六
〇
八
条

⑴
︶
、
受
領
を
撤
回
す
る
と
、
物
品
の
受
領
を
拒
絶
し
た
の
と
同
様
に
な
る
︵
同
条
⑶
︶
。
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二
︱
六
〇
八
条

全
部
ま
た
は
一
部
の
受
領
の
撤
回

⑴

物
品
の
一
個
ま
た
は
一
取
引
単
位
が
契
約
に
適
合
し
な
い
た
め
買
主
に
と
っ
て
そ
の
価
値
が
実
質
的
に
損
な
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
買

主
は
、
そ
の
受
領
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

⒜

買
主
が
そ
の
契
約
の
不
適
合
が
追
完
さ
れ
る
と
推
測
す
る
の
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
事
情
の
も
と
に
受
領
し
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、

適
時
に
追
完
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
。

⒝

買
主
が
こ
の
よ
う
な
契
約
と
の
不
適
合
を
発
見
し
な
い
で
受
領
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
受
領
が
受
領
前
の
発
見
の
困
難

に
よ
る
か
ま
た
は
売
主
の
保
証
︵
a
ssu
ra
n
ce
s︶
に
よ
っ
て
生
じ
、
か
つ
発
見
し
な
い
で
受
領
す
る
の
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
。

⑵

受
領
の
撤
回
は
、
買
主
が
そ
の
受
領
を
撤
回
す
る
理
由
を
発
見
し
ま
た
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
時
以
後
合
理
的
な
期
間
内

で
あ
っ
て
、
か
つ
物
品
の
状
態
の
実
質
的
変
化
が
物
品
自
体
の
瑕
疵
に
起
因
し
な
い
で
生
ず
る
前
に
、
こ
れ
を
な
す
こ
と
を
要
す
る
。
こ

の
撤
回
は
、
買
主
が
売
主
に
通
知
す
る
ま
で
効
力
を
生
じ
な
い
。

⑶

こ
の
よ
う
に
受
領
を
撤
回
し
た
買
主
は
、
当
該
物
品
に
関
し
て
そ
の
受
領
を
拒
絶
し
た
の
と
同
様
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
有
す
る
。

以
上
の
買
主
に
よ
る
受
領
の
拒
絶
ま
た
は
撤
回
は
、
契
約
の
解
除
お
よ
び
損
害
賠
償
の
前
提
と
な
る
。

8

代

金

減

額

英
米
法
に
お
い
て
代
金
減
額
に
相
当
す
る
の
は
、
控
除
︵
re
c
o
u
p
m
e
n
t︶
の
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
の
場

合
に
、
買
主
が
物
品
を
受
領
し
、
売
主
に
よ
る
代
金
支
払
請
求
に
対
し
て
代
金
減
額
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
大
陸
法
に
お
け
る
と
異
な
り
、
代
金
減
額
請
求
権
で
は
な
く
、﹁
売
主
の
請
求
に
対
す
る
防
御
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
﹂
と
さ

(

)

れ
る
。

17右
の
代
金
減
額
に
つ
い
て
、
統
一
商
法
典
は
、
次
の
二
︱
七
一
七
条
を
規
定
し
た
。
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二
︱
七
一
七
条

代
金
か
ら
の
損
害
賠
償
額
の
減
額

買
主
は
契
約
違
反
か
ら
生
じ
た
損
害
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
、
そ
の
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
う
べ
き
代
金
の
任
意
の
部
分
か
ら
減
額
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
の
規
定
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
統
一
商
法
典
は
、
代
金
減
額
を
、﹁
ワ
ラ
ン
テ
ィ
の
違
反
の
場
合
に
限
ら
ず
﹂
、
売
主
に
よ
る

す
べ
て
の
契
約
違
反
に
お
い
て
認

(

)

め
た
。

18

:

契
約
の
解
除

前
述
の
よ
う
に
、
買
主
が
物
品
の
受
領
を
適
法
に
拒
絶
し
、
ま
た
は
受
領
し
て
も
そ
の
受
領
を
正
当
に
撤
回
し
た
場
合
︵
二
︱
六
〇

八
条
︶
に
は
、
買
主
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
、
売
主
に
対
し
て
、
す
で
に
支
払
っ
た
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
ほ
か
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
二
︱
七
一
一
条
⑴
︶
。

9

損

害

賠

償

統
一
商
法
典
は
、
買
主
が
物
品
を
受
領
し
た
も
の
の
売
主
に
契
約
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
、
買
主
に
認
め
ら
れ
る
損
害
賠
償

の
額
に
つ
い
て
、
通
常
の
契
約
違
反
と
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
と
で
異
な
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。

ま
ず
、
通
常
の
契
約
違
反
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
﹁
買
主
が
物
品
を
受
領
し
か
つ
︹
二
︱
六
〇
七
条
⑶

の
︺
通
知
を
し
た
時
は
、
買
主
は
売
主
の
契
約
違
反
に
よ
り
通
常
の
経
過
に
お
い
て
生
ず
る
損
失
で
合
理
的
な
方
法
で
定
め
ら
れ
た
も

の
を
売
主
の
提
供
が
契
約
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
よ
る
損
害
額
と
し
て
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
︵
二
︱
七
一
四
条
⑴
︶
と
す

る
。こ

れ
に
対
し
て
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
の
損
害
賠
償
の
額
は
、﹁
受
領
の
時
と
場
所
に
お
け
る
受
領
さ
れ
た
物
品
の
価
額
と
、
ワ
ラ
ン

テ
ィ
に
合
致
し
て
お
れ
ば
物
品
が
有
し
た
は
ず
の
価
額
と
の
差
額
﹂
で
あ
る
。﹁
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
か
ら
直
接
の
損
害
額
が
こ
れ
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と
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
﹂
︵
二
︱
七
一
四
条
⑵
︶
。

も
っ
と
も
、
同
条
に
付
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
二
︱
七
一
四
条
⑵
は
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
、﹁
通
常
の
、

標
準
的
か
つ
合
理
的
な
﹂
損
害
の
算
定
方
法
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
限
る
趣
旨
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
二
︱
七
一
四
条
⑴
の
契

約
不
適
合
に
は
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
も
含
ま
れ
る
と
し
て

(

)

い
る
。

19

と
こ
ろ
で
、
損
害
賠
償
の
範
囲
は
、
右
の
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
次
の
規
定
に
よ
り
、
付
随
的
お
よ
び
派
生
的
な
損
害
賠

償
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

二
︱
七
一
五
条

買
主
に
認
め
ら
れ
る
付
随
的
お
よ
び
派
生
的
損
害
賠
償
額

⑴

売
主
の
契
約
違
反
か
ら
生
ず
る
付
随
的
損
害
賠
償
額
に
は
、
適
法
に
受
領
を
拒
絶
さ
れ
た
物
品
の
検
査
、
受
け
取
り
、
運
送
、
管
理
お

よ
び
保
管
に
よ
り
負
担
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
た
費
用
、
代
品
入
手
に
伴
う
商
業
上
合
理
的
な
経
費
、
費
用
、
手
数
料
な
ら
び
に
遅
滞
そ

の
他
の
契
約
違
反
に
付
随
す
る
そ
の
他
の
合
理
的
な
費
用
が
含
ま
れ
る
。

⑵

売
主
の
契
約
違
反
か
ら
生
ず
る
派
生
的
損
害
賠
償
額
に
は
、
以
下
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。

⒜

売
主
が
契
約
締
結
の
際
に
当
然
知
っ
て
い
た
は
ず
の
買
主
側
の
一
般
的
ま
た
は
個
別
的
な
要
求
お
よ
び
必
要
を
満
た
さ
な
い
た
め
に

生
じ
、
か
つ
、
代
品
入
手
そ
の
他
の
方
法
で
は
阻
止
で
き
な
か
っ
た
の
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
損
失
。

⒝

ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
に
よ
っ
て
人
身
ま
た
は
財
産
に
つ
い
て
直
接
生
ず
る
損
傷
。

瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
、
売
主
に
、
右
の
よ
う
な
付
随
的
損
害
賠
償
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
五
十
嵐
教
授
に
よ
れ
ば
、﹁
今

日
﹂
に
お
け
る
一
般
的
な
﹁
傾
向
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、﹁
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
売
主
の
責
の
な
い
場
合
に
、
代
金
減
額
の

ほ
か
に
、﹃
売
買
に
よ
っ
て
生
じ
た
費
用
﹄
の
補
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
︵
フ
民
一
六
四
六
︶
、
判
例
は
こ
の
規
定
を
拡
張
解
釈
し
て
、
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利
息
、
契
約
費
用
そ
の
他
の
立
替
金
の
ほ
か
に
、
物
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
損
害
︵
但
し
、
得
べ
か
り
し
利
益
は
除
く
︶
の

賠
償
を
認
め
て
い
る
﹂
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て

(

)

い
る
。

20

な
お
、﹁
当
事
者
は
、
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
額
を
合
意
で
予
定
す
る
こ
と
が
で
き
﹂
︵
二
︱
七
一
八
条
︶
、
ま
た
、
救
済
方
法
や

損
害
賠
償
額
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
も
、
合
意
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︵
二
︱
七
一
九
条
︶
。
そ
の
例
示
と
し
て
、

﹁
買
主
に
認
め
ら
れ
る
救
済
方
法
を
、
物
品
を
返
還
し
て
代
金
の
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
、
ま
た
は
契
約
に
適
合
し
な
い
物
品
の
全
部

ま
た
は
一
部
の
修
補
な
い
し
取
換
え
を
求
め
る
こ
と
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
す
る
︵
二
︱
七
一
九
条
⑴
⒜
︶
。

;

そ

の

他

以
上
の
契
約
違
反
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
訴
期
間
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
売
買
契
約
違
反
に
よ
る
訴
え
は
、

訴
訟
原
因
︵
ca
u
se
o
f
a
ctio
n
︶
の
発
生
後
四
年
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
﹂
な
ら
ず
、
﹁
当
事
者
は
事
前
の
合
意
に
よ
っ
て
出
訴
期
限

を
一
年
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
さ
れ
る
︵
二
︱
七
二
五
条
⑴
︶
。
そ
し
て
、
そ
の

起
算
点
は
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、﹁
引
渡
し
の
提
供
が
あ
っ
た
時
﹂
で
あ
る
。
た
だ
し
、﹁
ワ
ラ
ン
テ
ィ
が

物
品
の
将
来
の
履
行
に
ま
で
明
示
的
に
及
び
、
こ
の
よ
う
な
履
行
が
あ
る
ま
で
は
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
を
発
見
で
き
な
い
場
合
に
は
、
ワ

ラ
ン
テ
ィ
違
反
を
発
見
し
ま
た
は
発
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
﹂
で
あ
る
︵
二
︱
七
二
五
条
⑵
︶
。

⑷

小

括

以
上
の
統
一
商
法
典
で
は
、
な
お
瑕
疵
担
保
責
任
︵
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
︶
に
つ
い
て
、
特
別
な
規
定
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
と

り
わ
け
、
要
件
の
点
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
効
果
に
関
し
て
は
、
通
常
の
契
約
違
反
︵
債
務
不
履
行
責
任
︶
と
大
き
く
異

な
る
点
は
な
く
、
瑕
疵
担
保
責
任
も
﹁
契
約
の
不
適
合
﹂
の
一
場
合
と
し
て
、
同
様
の
規
制
に
服
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、

次
の
国
際
動
産
売
買
統
一
法
草
案
で
は
、
さ
ら
に
進
展
し
て
い
る
。
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三

国
際
動
産
売
買
統
一
法
草
案
︵
一
九
五
六
年
︶

⑴

沿

革

私
法
の
国
際
的
統
一
の
た
め
の
組
織
と
し
て
一
九
二
六
年
に
設
立
さ
れ
た
私
法
統
一
国
際
協
会
︵
U
N
ID
R
O
IT

=
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
︶

は
、
そ
の
最
初
の
仕
事
し
て
、
動
産
売
買
法
の
統
一
を
計
画
し
、
そ
の
任
務
を
、
当
時
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
エ
ル
ン
ス

ト
・
ラ
ー
ベ
ル
︵
E
rn
st
R
a
b
e
l︶
に
委

(

)

ね
た
。
こ
の
協
会
に
お
い
て
、
ラ
ー
ベ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
研

(

)

究
者
と
共
同
で
作
業
を

21

22

し
、
﹁
国
際
間
の
動
産
売
買
の
み
に
関
す
る
統
一
法
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
﹂
か
ら
、
一
九
三
五
年
に
﹁
売

買
に
関
す
る
国
際
的
法
律
草
案
﹂
を
作
成

(

)

し
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
九
年
に
﹁
有
体
動
産
の
国
際
売
買
に
つ
い
て
の
統
一
法
草
案
﹂

23

︵
第
二
草
案
︶
が
作
成
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
五
六
年
に
第
三
次
草
案
が
成
立
し
、
こ
の
五
六
年
草
案
が
修
正
さ
れ
て
、
一
九
六
四
年
四

月
、
ハ
ー
グ
に
お
い
て
、﹁
有
体
動
産
の
国
際
売
買
に
つ
い
て
の
統
一
法
﹂
︵
以
下
、﹁
国
際
動
産
売
買
統
一
法
﹂︶
が
条
約
と
し
て
成
立

(

)

し
た
。

24と
こ
ろ
で
、
右
の
条
約
を
作
成
す
る
た
め
の
資
料
と
な
っ
た
の
が
、
ラ
ー
ベ
ル
に
よ
る
﹃
商
品
売
買
法
﹄
︵
D
a
s
R
e
ch
t
d
e
s

W
a
re
n
k
a
u
fs︶
で

(

)

あ
り
、
そ
の
第
六
部
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
お
よ
び
類
似
の
理
論
﹂
で
は
、﹁
瑕
疵
担
保
の
特
殊
性
が
こ
と
ご
と
く
否
定

25

さ
れ
、
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て

(

)

い
る
﹂。
そ
し
て
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
に
お
い
て
も
、

26

こ
の
ラ
ー
ベ
ル
の
主
張
に
従
い
、
三
九
年
草
案
に
は
存
在
し
た
﹁
物
の
瑕
疵
に
よ
る
担
保
﹂
と
い
う
名
称
が
、
五
六
年
草
案
で
は
姿
を

消
し
、
﹁
瑕
疵
担
保
に
相
当
す
る
事
項
を
﹃
物
の
適
合
性
︵
c
o
n
fo
rm
ité︶
に
関
す
る
売
主
の
義
務
﹄
の
一
場
合
と
し
て
﹂
規
定
し
て

(

)

い
る
。

27右
の
五
六
年
草
案
は
、
五
十
嵐
教
授
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、﹁
わ
が
法
に
つ
い
て
も
瑕
疵
担
保
責
任
の
債
務
不
履
行
責
任
説
の
生
成
﹂

に
﹁
示
唆
を
与

(

)

え
た
﹂
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
の
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
規
定
を
概

28

観

(

)

す
る
。

29
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⑵

瑕
疵
担
保
責
任
に
関
連
す
る
規
定
D
︱
︱
要
件

6

引
渡
し
と
﹁
適
合
性
の
欠
如
﹂
︵
d
é
fa
u
t
d
e
co
n
fo
rm
ité︶

国
際
動
産
売
買
統
一
法
で
は
、
引
渡
し
と
は
、﹁
契
約
に
適
合
す
る
物
品
を
交
付
す
る
こ
と
を
い
う
﹂
と
定
義
さ
れ
︵
一
九
条

(

)

一
項
︶
、

30

瑕
疵
の
あ
る
物
品
、
す
な
わ
ち
、
契
約
に
適
合
し
な
い
物
品
が
交
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
売
主
の
引
渡
義
務
が
履
行
さ
れ
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
と
し
た
︵
三
三
条
︶
。

三
三
条

一

次
の
よ
う
な
物
品
の
交
付
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
売
主
は
物
品
の
引
渡
し
に
関
す
る
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。

⒜

売
却
物
品
の
一
部
分
の
み
、
ま
た
は
売
却
す
べ
く
契
約
さ
れ
た
物
品
の
超
過
量
ま
た
は
不
足
量

⒝

契
約
に
定
め
た
も
の
で
な
い
物
品
ま
た
は
異
な
っ
た
種
類
の
物
品

⒞

売
主
が
買
主
に
交
付
も
し
く
は
送
付
し
た
見
本
ま
た
は
モ
デ
ル
の
有
す
る
品
質
を
欠
く
物
品
。
た
だ
し
、
物
品
が
そ
れ
に
適
合
し
て

い
る
と
い
う
明
示
ま
た
は
黙
示
の
保
証
な
し
に
売
主
が
そ
れ
を
提
供
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⒟

通
常
の
も
し
く
は
商
業
上
の
使
用
に
必
要
な
品
質
を
有
し
な
い
物
品

⒠

契
約
に
よ
り
、
明
示
的
も
し
く
は
黙
示
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
特
定
の
目
的
の
た
め
の
品
質
を
有
し
て
い
な
い
物
品

⒡

一
般
的
に
、
契
約
に
よ
り
明
示
的
も
し
く
は
黙
示
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
品
質
も
し
く
は
特
性
を
有
し
て
い
な
い
物
品

二

数
量
的
差
異
、
物
品
の
部
分
的
不
足
、
ま
た
は
品
質
も
し
く
は
特
性
の
欠
如
は
、
そ
れ
が
重
要
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
考
慮
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
統
一
商
法
典
で
は
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
の
要
件
に
つ
い
て
は
な
お
、
特
別
の
規
定
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
右
の
国
際

動
産
売
買
統
一
法
で
は
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
も
、
す
べ
て
契
約
の
﹁
適
合
性
の
欠
如
︵
欠
缺
︶
﹂
の
一
場
合
と
さ
れ
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︵
三
三
条
一

(

)

項
⒡
︶
、
引
渡
債
務
の
不
履
行
責
任
に
解
消
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
権
利
の
瑕
疵
に
つ
い
て
も
同
様
の
規
定
が
置
か
れ

31

︵
五
二
条
︶
、﹁﹃
統
一
法
﹄
に
お
け
る
契
約
責
任
の
構
造
は
簡
明
﹂
で
あ
る
と
さ

(

)

れ
る
。

32

な
お
、
契
約
締
結
時
に
、
買
主
が
適
合
性
の
欠
如
を
知
り
、
ま
た
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
は
、
売
主
は
、
三
三
条
一
項
⒟
、

⒠
、
⒡
に
規
定
す
る
適
合
性
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、
責
め
を
負
わ
な
い
︵
三
六
条
︶
。

7

危
険
負
担
と
の
関
係

国
際
動
産
売
買
統
一
法
で
は
、﹁
物
品
が
契
約
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
危
険
が
移
転
す
る
時
点
に
お
け
る
物
品
の
状
態
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
﹂
︵
三
五
条
一
項
︶
。
た
だ
し
、
適
合
性
の
欠
如
が
、
売
主
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
き
は
、﹁
危
険
が
移
転
す
る

時
点
﹂
以
後
に
生
じ
た
﹁
一
切
の
適
合
性
に
欠
如
の
結
果
に
つ
き
責
め
に
任
ず
る
﹂
と
す
る
︵
同
二
項
︶
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
物
品

が
契
約
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
は
、
売
主
か
ら
買
主
に
﹁
危
険
が
移
転
す
る
時
点
﹂
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、﹁
危
険
が
移
転
す
る
時
点
﹂
は
い
つ
か
。
国
際
動
産
売
買
統
一
法
九
七
条
一
項
に
よ
れ
ば
、﹁
危
険
は
、
物
品
の
引
渡
し

︵
d
e
liv
e
ry
︶
が
、
契
約
お
よ
び
本
法
の
条
項
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
時
に
買
主
に
移
転
す
る
﹂
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
危
険
は
、
物
の
引

渡
し
に
よ
っ
て
買
主
に
移
転
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
物
が
契
約
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
危
険
は
、
﹁
交
付
︵
h
a
n
d
in
g

o
v
e
r︶
が
な
さ
れ
た
時
か
ら
買
主
に
移
転
す
る
﹂
と
さ
れ
る
︵
九
七
条
二
項
︶
。
こ
れ
は
、
売
主
が
契
約
に
適
合
し
な
い
物
品
を
提
供
し

て
も
、
﹁
引
渡
し
﹂
と
な
ら
な
い
た
め
、﹁
交
付
﹂
の
時
か
ら
危
険
が
買
主
に
移
転
す
る
と

(

)

し
た
の
で
あ
る
。

33

右
の
よ
う
に
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
で
は
、
契
約
の
不
適
合
︵
瑕
疵
︶
と
危
険
負
担
と
を
相
関
さ
せ
、
売
主
は
、
危
険
が
買
主
に

移
転
す
る
前
、
す
な
わ
ち
、
物
を
買
主
に
﹁
交
付
﹂
す
る
前
の
契
約
の
不
適
合
に
つ
き
責
任
を
負
う
旨
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
北

川
善
太
郎
教
授
は
、﹁
危
険
負
担
と
瑕
疵
担
保
と
の
関
連
は
最
近
や
っ
と
問
題
と
さ
れ
て
き
て
い
る
﹂
も
の
の
、﹁
ま
だ
わ
が
法
上
不
確

定
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
た
に
と
ど

(

)

ま
る
。

34

8

買
主
に
よ
る
検
査
・
通
知
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適
合
性
の
欠
如
に
関
し
て
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
は
、
買
主
に
検
査
を
要
求
し
、
売
主
に
対
す
る
通
知
義
務
を
課
す
。
す
な
わ

ち
、
買
主
が
物
品
の
交
付
を
受
け
た
ら
、﹁
買
主
は
す
み
や
か
に
物
品
を
検
査
し
、
ま
た
は
検
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
︵
三
八
条

一
項
︶
と
し
、
適
合
性
の
欠
如
を
発
見
し
た
と
き
は
、
売
主
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
︵
三
九
条
一
項
︶
。

三
九
条

一

買
主
は
、
適
合
性
の
欠
如
を
発
見
し
た
時
、
ま
た
は
発
見
す
べ
か
り
し
時
の
後
す
み
や
か
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
通
知
を
売
主
に

対
し
て
与
え
な
い
と
き
に
は
、
物
品
の
適
合
性
の
欠
如
を
援
用
す
る
権
利
を
失
う
。
第
三
八
条
に
規
定
す
る
物
品
の
検
査
に
よ
り
、
明
ら

か
に
さ
れ
え
な
か
っ
た
瑕
疵
が
、
後
日
発
見
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
買
主
が
そ
の
発
見
後
す
み
や
か
に
、
瑕
疵
に
つ
い
て
の
通
知
を
売

主
に
対
し
て
与
え
た
と
き
は
、
買
主
は
、
な
お
そ
の
瑕
疵
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
か
な
る
場
合
に
も
、
物
品
が
交
付
さ
れ
た
日

か
ら
二
年
以
内
に
、
売
主
に
対
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
通
知
が
与
え
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
買
主
は
、
物
品
の
適
合
性
の
欠
如
を
援
用
す

る
権
利
を
失
う
。
た
だ
し
、
適
合
性
の
欠
如
が
よ
り
長
期
に
わ
た
る
保
証
の
違
反
︵
b
re
a
ch
o
f
a
g
u
a
ra
n
te
e︶
と
な
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

二

適
合
性
の
欠
如
に
つ
い
て
売
主
に
通
知
を
与
え
る
場
合
に
は
、
買
主
は
、
そ
の
性
質
を
明
示
し
、
か
つ
、
売
主
に
物
品
の
検
査
を
し
、

も
し
く
は
、
そ
の
代
理
人
に
よ
る
検
査
を
な
さ
し
め
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

本
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
が
、
文
書
、
電
報
、
そ
の
他
適
当
な
手
段
に
よ
っ
て
送
付
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
通
知
が
、
目

的
地
に
到
達
し
な
い
か
遅
延
し
て
到
達
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
援
用
す
る
買
主
の
権
利
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
売
主
は
、
適
合
性
の
欠
如
を
知
り
、
ま
た
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
買
主
に
告
げ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
三
八
条
お
よ
び
三
九
条
は
適
用
さ
れ
な
い
︵
四
〇
条
︶
。

⑶

瑕
疵
担
保
責
任
に
関
連
す
る
規
定
E
︱
効
果

6

四
つ
の
救
済
方
法
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物
品
が
契
約
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
買
主
は
、
売
主
に
対
し
て
、
①
履
行
の
請
求
、
②
契
約
の
解
除
、
③
代
金
減
額
、
お
よ

び
、
④
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︵
四
一
条
︶
。

四
一
条

一

買
主
が
、
物
品
の
契
約
へ
の
不
適
合
に
つ
き
売
主
に
正
当
に
通
知
し
て
い
る
と
き
は
、
買
主
は
、
第
四
二
条
な
い
し
第
四
六
条

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
次
の
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒜

売
主
に
よ
る
契
約
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と

⒝

契
約
を
解
除
す
る
こ
と

⒞

代
金
を
減
額
す
る
こ
と

二

買
主
は
ま
た
、
第
八
二
条
ま
た
は
第
八
四
条
な
い
し
第
八
七
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

7

履
行
の
請
求

履
行
の
請
求
と
の
関
連
で
は
、
買
主
の
売
主
に
対
す
る
瑕
疵
修
補
請
求
権
や
代
物
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︵
四
二
条
︶
。

四
二
条

一

買
主
は
、
次
の
各
場
合
に
は
、
売
主
に
契
約
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒜

売
買
が
、
売
主
に
よ
り
製
造
も
し
く
は
生
産
さ
れ
る
べ
き
物
品
に
関
す
る
場
合
に
は
、
売
主
が
瑕
疵
を
修
補
す
べ
き
地
位
に
あ
る
な

ら
ば
、
物
品
の
瑕
疵
を
修
補
す
る
こ
と
に
よ
る
。

⒝

売
買
が
特
定
物
に
関
す
る
場
合
に
は
、
契
約
に
表
示
さ
れ
て
い
る
物
品
ま
た
は
、
そ
の
欠
け
て
い
る
部
分
の
引
渡
し
に
よ
る
。

⒞

売
買
が
不
特
定
物
に
関
す
る
場
合
に
は
、
代
品
買
入
れ
が
慣
行
に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ
、
合
理
的
に
可
能
な
場
合
を
除
き
、
契
約

に
適
合
し
て
い
る
他
の
物
品
の
引
渡
し
ま
た
は
欠
け
て
い
る
部
分
な
い
し
量
の
引
渡
し
に
よ
る
。

二

買
主
が
、
合
理
的
期
間
内
に
売
主
に
よ
る
契
約
の
履
行
を
得
な
い
場
合
に
は
、
買
主
は
、
第
四
三
条
な
い
し
第
四
六
条
に
定
め
る
権
利
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を
有
す
る
。

8

契
約
の
解
除

契
約
の
解
除
は
、
重
大
な
契
約
違
反
︵
fu
n
d
a
m
e
n
ta
lb
re
a
ch
e
s
o
f
th
e
co
n
tra
ct︶
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
認
め
ら
れ
る
︵
四
三
条
︶
。

四
三
条

買
主
は
、
物
品
の
契
約
不
適
合
お
よ
び
確
定
期
日
に
お
け
る
引
渡
し
の
懈
怠
が
、
重
大
な
契
約
違
反
で
あ
る
と
き
は
、
契
約
を
解
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
買
主
は
、
適
合
性
の
欠
如
に
つ
い
て
売
主
に
通
知
し
た
後
、
ま
た
は
第
四
二
条
第
二
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
、
同

項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
、
す
み
や
か
に
行
使
し
な
い
限
り
、
契
約
を
解
除
す
る
権
利
を
失
う
。

な
お
、
債
務
者
が
契
約
違
反
に
対
す
る
免
責
事
由
を
有
す
る
場
合
に
も
、
債
権
者
は
、
解
除
権
、
お
よ
び
、
次
の
代
金
減
額
請
求
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
七
四
条
三
項
︶
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

:

代
金
減
額

代
金
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
六
条
が
規
定
す
る
。

四
六
条

買
主
は
、
売
主
に
よ
る
契
約
の
履
行
を
得
な
い
か
、
ま
た
は
契
約
を
解
除
し
な
い
場
合
に
は
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
物
品
の
価
値

が
契
約
へ
の
適
合
性
の
欠
如
の
ゆ
え
に
減
縮
さ
れ
た
と
同
一
の
割
合
に
お
い
て
、
代
金
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
代
金
の
減
額
に
つ
い
て
も
、
通
常
の
損
害
賠
償
に
お
け
る
と
異
な
り
、
債
務
者
の
免
責
は
認
め
ら
れ
な
い
︵
七
四
条
三
項
︶
。

9

損

害

賠

償
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国
際
動
産
売
買
統
一
法
は
、
ド
イ
ツ
民
法
や
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、
契
約
の
解
除
と
損
害
賠
償
の
重
畳
的
な
請
求

を
認
め
て

(

)

い
る
。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠
償
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
︵
八
四
︱
八
七
条
︶
と
解
除
さ
れ
な
い
場

35

合
︵
八
二
︱
八
三
条
︶
と
で
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
明
確
な
規
定
を
定
め
て
い
る
。

ま
た
、﹁
損
害
賠
償
に
関
す
る
一
般
的
条
項
﹂
と
し
て
、
次
の
損
害
軽
減
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

八
八
条

契
約
違
反
を
主
張
す
る
当
事
者
は
、
違
反
か
ら
生
ず
る
損
失
を
軽
減
す
る
た
め
、
一
切
の
合
理
的
な
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
者
が
、
そ
の
よ
う
な
手
段
を
と
る
こ
と
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
違
反
当
事
者
は
、
損
害
賠
償
額
の
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

;

免

責

国
際
動
産
売
買
統
一
法
に
よ
れ
ば
、
契
約
違
反
を
し
た
当
事
者
は
、
次
の
規
定
︵
七
四
条
一
項
︶
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
買
主
が
代
金
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
契
約
違
反
が
重
大
で
あ
る

と
き
は
、
契
約
の
解
除
も
認
め
ら
れ
る
︵
同
三
項
︶
。

七
四
条

一

一
方
の
当
事
者
が
、
そ
の
義
務
の
一
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
両
当
事
者
の
意
思
に
よ
れ

ば
、
そ
の
不
履
行
が
そ
の
当
事
者
が
考
慮
に
入
れ
、
回
避
し
、
ま
た
は
克
服
す
べ
き
義
務
を
負
わ
な
い
状
況
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
そ
の
当
事
者
に
お
い
て
証
明
し
え
た
と
き
は
、
そ
の
当
事
者
は
、
そ
の
よ
う
な
不
履
行
に
つ
い
て
責
め
に
任
じ
な
い
。
当
事
者

の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
一
の
状
態
に
お
い
て
、
合
理
的
な
人
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
意
図
し
た
で
あ
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二

︵
省
略
︶

三

当
事
者
の
一
方
の
た
め
の
本
条
に
定
め
た
免
責
は
、
免
責
を
正
当
づ
け
た
状
況
が
、
相
手
方
当
事
者
ま
た
は
そ
の
者
が
責
め
に
任
ず
べ

き
者
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
の
で
な
い
限
り
、
本
法
そ
の
他
の
規
定
に
基
づ
く
契
約
の
解
除
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
本
法

に
基
づ
い
て
有
す
る
︵
代
金
︶
減
額
請
求
の
権
利
を
相
手
方
当
事
者
か
ら
奪
う
も
の
で
も
な
い
。

右
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
売
主
が
瑕
疵
の
あ
る
物
を
買
主
に
﹁
交
付
﹂
し
た
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
の
代

金
支
払
請
求
に
対
し
て
、
買
主
は
、
物
品
の
適
合
性
の
欠
如
を
理
由
に
、
そ
れ
が
重
大
な
契
約
違
反
で
あ
れ
ば
、
契
約
を
解
除
し
て
、

代
金
債
務
不
存
在
の
抗
弁
を
提
出
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
売
主
が
免
責
︵
七
四
条
一
項
︶
を
再
抗
弁
と
し
て
も
、
契
約
解
除
の
効

果
は
残
る
た
め
︵
七
四
条
三
項
︶
、
売
主
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
。
ま
た
、
買
主
が
契
約
を
解
除
し
な
い
で
、
代
金
減
額
請
求
を
す
れ

ば
、
売
主
の
請
求
は
一
部
認
容
と
な

(

)

ろ
う
。

36

こ
の
よ
う
に
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
に
お
い
て
は
、
契
約
の
解
除
と
代
金
減
額
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
免
責
が
認
め
ら
れ
な
い
。

⑷

小

括

以
上
の
国
際
動
産
売
買
統
一
法
は
、
国
際
間
の
動
産
売
買
に
関
し
て
、
大
陸
法
と
英
米
法
と
の
調
和
を
試
み
た
、
﹁
現
代
比
較
法
の

成
果
と
称
し

(

)

う
る
﹂
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
点
は
、﹁
瑕
疵
担
保
責
任
の
取
扱
い
﹂
に

(

)

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
動
産
売
買

37

38

統
一
法
で
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、﹁
物
品
の
適
合
性
に
関
す
る
売
主
の
義
務
﹂
︵
第
三
章
第
一
節
第
二
款
︶
の
中
で
、
数
量
の
過
不
足
、

異
種
物
の
給
付
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
保
証
違
反
と
並
べ
て
規
定
さ
れ
︵
三
三
条
︶
、
債
務
不
履
行
責
任
に
解
消
さ
れ
て

(

)

い
る
。

39

ま
た
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
で
は
、
解
除
の
要
件
と
し
て
、
英
米
法
上
の
制
度
で
あ
る
﹁
重
大
な
契
約
違
反
﹂
︵
fu
n
d
a
m
e
n
ta
l

b
re
a
ch
o
f
co
n
tra
ct︶
を
要
求
し
、
か
つ
、
損
害
賠
償
の
要
件
と
し
て
も
、
大
陸
法
に
お
け
る
よ
う
な
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
︵
過
失
︶
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
も
注
目
に
値
し

(

)

よ
う
。
た
だ
し
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
は
認
め
ら
れ
る
︵
七
四
条
一
項
︶
が
、

40
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代
金
減
額
と
解
除
に
は
免
責
が
認
め
ら
れ
な
い
。

四

ま

と

め

イ
ギ
リ
ス
法
︵
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
︶
に
お
い
て
は
、﹁
買
主
を
し
て
注
意
せ
し
め
よ
﹂
の
原
則
に
よ
り
、
売
買
の
目
的
物
が
買
主
の
要

求
を
満
た
す
か
否
か
は
買
主
の
問
題
で
あ
っ
て
、
売
主
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
当
該
売
買
契
約
に
お
け
る
売
主
に
よ
る
明
示
ま
た
は
黙
示
の
保
証
︵
ワ
ラ
ン
テ
ィ
︶
に
違
反
す
る
と
さ
れ
、﹁
買
主
を
し
て
注

意
せ
し
め
よ
﹂
の
原
則
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
瑕
疵
の
あ
る
物
を
引
き
渡
し
た
売
主
の
責
任
は
、

﹁
す
べ
て
契
約
違
反
の
問
題
と
し
て
処
理

(

)

さ
れ
﹂、
債
務
不
履
行
責
任
と
な
る
。

41

右
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
法
に
従
う
ア
メ
リ
カ
統
一
商
法
典
も
、
売
買
目
的
物
の
品
質
に
関
し
て
は
、
な
お
黙
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ
の
問

題
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
違
反
の
効
果
に
関
し
て
は
、
通
常
の
契
約
違
反
と
大
き
く
異
な
る
点
は
な
く
、
﹁
契
約
の
不

適
合
﹂
の
一
場
合
と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ハ
ー
グ
の
国
際
動
産
売
買
統
一
法
で
は
、
要
件
の
点
で
も
ワ
ラ
ン
テ
ィ
の
特
殊
性
は

ほ
ぼ
完
全
に
失
わ
れ
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
債
務
不
履
行
責
任
へ
と
解
消
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
国
際
動
産
売
買
統
一
法
は
、
ア
メ
リ
カ
が
こ
れ
に
加
入
し
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、﹁
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し

て
統
一
商
法
典
︵
U
C
C
︶
の
編
纂
﹂
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

(

)

い
る
。
し
か
も
、
社
会
主
義
国
や
発
展
途
上
国
の
多
く
も
国
際

42

動
産
売
買
統
一
法
に
加
入

(

)

せ
ず
、
真
に
実
効
性
の
あ
る
国
際
売
買
統
一
法
は
、
一
九
八
〇
年
の
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
︵
国
際
物
品
売
買

43

契
約
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
︶
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
ハ
ー
グ
の
国
際
動
産
売
買
統

一
法
を
前
身
と
し
、
そ
の
﹁
根
幹
﹂
を
﹁
そ
の
ま
ま
維
持
﹂
し
て

(

)

い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ラ
ー
ベ
ル
の
研
究
は
、
今
日
に
お
い
て
も

44

な
お
、
そ
の
輝
き
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
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︵

︶

野
澤
正
充
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
の
比
較
法
的
考
察
︵
三
︶﹂
立
教
法
学
七
六
号
二
一
八
頁
以
下
︵
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
。

1
︵

︶

野
澤
・
前
掲
注
︵
F
︶
二
二
七
頁
以
下
。

2
︵

︶

五
十
嵐
清
﹁
瑕
疵
担
保
と
比
較
法
﹂
同
﹃
比
較
民
法
学
の
諸
問
題
﹄︵
一
粒
社
、
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
五
九
︱
一
九
六
〇
年
︶
八
一
頁
。

3
︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵
G
︶
八
三
頁
。

4
︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵
G
︶
八
三
頁
。

5
︵

︶

並
木
俊
守
﹃
ア
メ
リ
カ
統
一
商
法
典
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
一
年
︶
三
頁
。

6
︵

︶

統
一
商
法
典
の
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
並
木
・
前
掲
注
︵
H
︶
三
頁
以
下
の
ほ
か
、
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
カ
ー
︵
道
田
信
一
郎
訳
︶﹁
ア
メ
リ
カ
商
法
の
現
代

7
化
︱
そ
の
立
法
過
程
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
五
号
二
四
頁
︵
一
九
五
九
年
︶
に
詳
し
い
。

︵

︶

並
木
・
前
掲
注
︵
H
︶
五
頁
お
よ
び
一
七
頁
。

8
︵

︶

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
ワ
ラ
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
正
滋
﹁
瑕
疵
担
保
の
研
究
︱
イ
ギ
リ
ス
﹂
比
較
法
研
究
二
三
号
五
四
頁
︵
一
九
六
三
年
︶
の
ほ
か
、
①
山

9
下
純
司
﹁
売
買
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
買
主
の
救
済
︱
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
﹂
比
較
法
研
究
六
八
号
二
八
頁
︵
二
〇
〇
七
年
︶、
②
同
﹁
イ
ギ
リ
ス
法
と

売
買
目
的
物
の
瑕
疵
﹂
法
律
時
報
八
〇
巻
八
号
四
六
頁
︵
二
〇
〇
八
年
︶
参
照
。
な
お
、
ワ
ラ
ン
テ
ィ
を
め
ぐ
る
動
産
売
買
法
か
ら
統
一
売
買
法
へ
の
変
遷
に
関
し
て

は
、
木
下
毅
﹃
英
米
契
約
法
の
理
論
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、
一
九
八
五
年
︶
三
三
〇
頁
注
︵

︶
を
参
照
。

25

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵
G
︶
九
六
頁
。

10
︵

︶

一
九
五
二
年
の
統
一
商
法
典
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
U
n
ifo
rm
C
o
m
m
e
rcia
lC
o
d
e
,O
fficia
ld
ra
ft,T
e
x
t
a
n
d
co
m
m
e
n
ts
e
d
itio
n
,1
9
5
2
を
参
照
。
た
だ
し
、
規

11
定
の
訳
は
、
一
九
六
二
年
版
の

O
fficia
l
T
e
x
t
の
翻
訳
︵
ア
メ
リ
カ
統
一
商
事
法
典
研
究
会
﹁
ア
メ
リ
カ
統
一
商
事
法
典
の
翻
訳
︵
K
︶
︵
G
︶
﹂
法
学
協
会
雑
誌
八
二

巻
五
号
六
七
六
頁
以
下
、
六
号
七
七
五
頁
以
下
︵
一
九
六
六
年
︶︶
に
依
拠
し
た
。

︵

︶

統
一
商
事
法
典
の
翻
訳
︵
K
︶・
前
掲
注
︵

︶
六
七
一
︱
六
七
二
頁
。

12

11

︵

︶

並
木
・
前
掲
注
︵
H
︶
七
五
頁
。

13
︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵
G
︶
九
六
頁
。

14
︵

︶

統
一
商
事
法
典
の
翻
訳
︵
G
︶・
前
掲
注
︵

︶
七
四
八
︱
七
七
一
頁
。

15

11

︵

︶

並
木
・
前
掲
注
︵
H
︶
八
五
頁
。

16
︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵
G
︶
一
〇
一
頁
。

17
︵

︶

O
fficia
l
d
ra
ft,
su
p
ra
n
o
te
1
1
,
p
.2
5
4
.

18
︵

︶

O
fficia
l
d
ra
ft,
su
p
ra
n
o
te
1
1
,
p
.2
4
9
.

19
︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵
G
︶
一
〇
四
︱
一
〇
五
頁
。

20
︵

︶

五
十
嵐
清
﹁
ラ
ー
ベ
ル
﹂
伊
藤
正
己
編
﹃
法
学
者
︱
人
と
作
品
﹄︵
日
本
評
論
社
、
一
九
八
五
年
︶
八
二
頁
。

21
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︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
三
頁
に
よ
れ
ば
、
ラ
ー
ベ
ル
と
と
も
に
ハ
ー
グ
条
約
の
草
案
︵
国
際
動
産
売
買
統
一
法
草
案
︶
を
作
成
し
た
研
究
者
の
中
に
、
フ
ラ
ン

22

21

ス
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
メ
ル
︵
Jo
se
p
h
H
a
m
e
l︶
が
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ア
メ
ル
は
、
パ
リ
大
学
法
学
部
長
を
務
め
、
著
名
な
プ
ラ
ニ
オ
ル
︵
P
la
n
io
l︶
と
リ
ペ

ー
ル
︵
R
ip
e
rt︶
の
体
系
書
の
改
訂
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
ア
メ
ル
は
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
草
案
の
作
成
さ
れ
た
年
に
刊
行
さ
れ
た
同
体
系
書
の
改
訂
版
に

お
い
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
ア
メ
リ
カ
商
法
の
新
し
い
傾
向
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
別
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
引
渡
し
の
一
つ
の
適
用
で
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
売
主

は
、
︵
買
主
に
︶
引
き
渡
さ
れ
た
物
が
、
買
主
の
予
定
し
て
い
た
用
途
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
な
瑕
疵
を
内
包
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
引
渡
債
務
を
履

行
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

︵
し
か
し
、︶
右
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
体
系
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
民
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、︵
引
き
渡
さ
れ
た
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ

る
場
合
に
︶、
民
法
典
が
、
特
有
な
規
定
に
服
し
、
か
つ
、
一
定
の
特
別
な
効
果
を
生
じ
る
、
特
別
な
訴
権
を
用
意
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
﹂

︵
M
.P
la
n
io
l,G
.R
ip
e
rt
e
t
J.H
a
m
e
l,T
ra
ité
p
ra
tiq
u
e
d
e
d
ro
it
civ
il
fra
n
ça
is,t.
,C
o
n
tra
ts
civ
ils,P
a
ris,1
9
5
6
,n
°
1
2
6
,p
p
.1
3
6
-
1
3
7
.
野
澤
正
充
﹁
フ
ラ
ン
ス

Ⅹ

に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
理
﹂
法
律
時
報
八
〇
巻
八
号
四
二
頁
︵
二
〇
〇
八
年
︶︶。

右
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
メ
ル
は
、
統
一
商
法
典
の
規
定
を
踏
ま
え
つ
つ
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
一
元
化
す
る
国
際
的
動
向
が
、

フ
ラ
ン
ス
法
の
伝
統
的
な
考
え
方
︵
二
元
説
︶
と
は
異
な
る
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
理
を
考
え
る
う
え
で
は
重

要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
沿
革
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
連
な
る
現
行
日
本
民
法
の
瑕
疵
担
保
の
規
定
を
考
察
す
る
う
え
で
も
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
三
頁
。

23

21

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
四
︱
八
五
頁
。

24

21

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
二
頁
。

25

21

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
四
頁
。

26

21

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
三
頁
、
同
・
前
掲
注
︵

︶
八
四
頁
。

27

3

21

︵

︶

北
川
善
太
郎
﹁
ヘ
ー
グ
国
際
動
産
売
買
統
一
法
と
日
本
民
商
法
﹂
比
較
法
研
究
三
〇
号
四
四
頁
︵
一
九
七
〇
年
︶。

28
︵

︶

規
定
の
訳
は
、
五
六
年
草
案
で
は
な
く
、
六
四
年
の
国
際
動
産
売
買
統
一
法
に
つ
い
て
の
北
川
・
前
掲
注
︵

︶
八
三
頁
以
下
の
﹁
付
録
Ⅱ

有
体
動
産
の
国
際
売

29

28

買
に
つ
い
て
の
統
一
法
﹂
に
よ
る
。

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
四
四
頁
は
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
の
﹁
引
渡
し
﹂
の
概
念
が
、﹁
買
主
側
の
受
領
な
い
し
物
理
的
な
受
理
が
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

30

28

は
っ
き
り
﹂
せ
ず
、﹁
法
的
概
念
と
し
て
は
必
ず
し
も
透
明
で
な
い
ま
ま
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
﹂
と
す
る
。

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
九
六
頁
。

31

3

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
四
四
頁
。

32

28

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
五
八
頁
。

33

28
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︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
五
八
︱
五
九
頁
。

34

28

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
五
四
頁
。

35

28

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
五
八
頁
お
よ
び
五
九
頁
注
︵

︶
参
照
。

36

28

34

︵

︶

五
十
嵐
清
﹃
民
法
と
比
較
法
﹄︵
一
粒
社
、
一
九
八
四
年
︶
一
六
六
頁
。

37
︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
四
頁
。

38

37

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
五
頁
。

39

37

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
五
頁
。

40

37

︵

︶

山
下
・
前
掲
注
︵

︶
②
四
七
頁
。

41

9

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
六
頁
。

42

37

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
七
頁
。

43

37

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
七
頁
。

44

37

第
二
款

債
務
不
履
行
責
任
説
の
登
場

一

登

場

前

夜

昭
和
三
二
年
の
日
本
私
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
以
降
、
し
ば
ら
く
の
間
は
、
不
特
定
物
の
売
買
に
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
が
認
め

ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
通
説
で
あ
る
法
定
責
任
説
か
ら
の
論
考
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
多
く
は
、
こ
の
問
題
を
否
定
に
解
す
る
通
説

と
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
判
例
と
の
間
に
、﹁
歩
み
よ
り
が
見

(

)

ら
れ
﹂、
ま
た
、
学
説
が
﹁
﹃
か
く
あ
る
べ
き
法
﹄
に
む
か
っ
て
実
質
的
に

45

統
一
さ
れ
て
き
て

(

)

い
る
﹂
と
し
た
。
そ
し
て
、﹁
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
﹂、
い

46

ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
﹁
具
体
的
結
論
は
大
き
な
相
違
を
見

(

)

な
い
﹂
と
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
。

47

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
全
く
異
な
る
﹁
角
度
﹂
か
ら
の
解
釈
論
が
登
場
す
る
。
後
に
法
定
責
任
説
と
と
も
に
民
法
学
界
を
二

分
す
る
、
債
務
不
履
行
責
任
説
で
あ
る
。
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債
務
不
履
行
責
任
説
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
三
名
の
代
表
的
な
学
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な
り
、
主
と
し
て
英
米
法
系
な
い
し
国
際
的
動
向
を
重
視
し
た
比
較
法
的
側
面
か
ら
の
も
の
︵
五
十
嵐
︶
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
議
論
の
沿
革
を
た
ど
り
、﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
を
否
定
す
る
も
の
︵
北
川
︶
、
そ
し
て
、
日
本
法
の
議
論
か
ら
、
法
定
責
任
説
を
厳

し
く
批
判
す
る
も
の
︵
星
野
︶
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
に
一
元
化
す
る
も

の
で
あ
り
、
両
責
任
を
異
な
る
原
理
に
服
せ
し
め
る
二
元
論
︵
法
定
責
任
説
︶
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
。

二

比
較
法
的
側
面
か
ら
の
検
討
︵
五
十
嵐
︶

⑴

瑕
疵
担
保
責
任
の
拡
大
傾
向

ラ
ー
ベ
ル
の
研
究
に
い
ち
早
く
着
目
し
、
ア
メ
リ
カ
統
一
商
法
典
と
国
際
動
産
売
買
統
一
法
︵
五
六
年
草
案
︶
の
成
果
を
採
り
入
れ

て
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
は
、
五
十
嵐
清
教
授
で
あ
っ
た
。

五
十
嵐
教
授
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
、﹁
現
在
の
取
引
社
会
の
売
買
﹂
に
お
い
て
も
、
﹁
無
過
失
責
任
、
通
知
義
務
、
短
期
時
効
等
の

点
で
合
理
的
な
面
﹂
を
有
し
、﹁
極
め
て
大
き
い
機
能
を
発
揮
す
る
﹂
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
領
域
が
拡
大
し
、

﹁
債
務
不
履
行
と
の
限
界
﹂
が
不
明
確
と
な
り
、﹁
も
は
や
、
両
者
の
区
別
は
現
実
に
は
存
し
な
い
﹂
と

(

)

し
た
。
そ
し
て
、
五
十
嵐
教
授

48

に
よ
れ
ば
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
拡
大
傾
向
は
、
次
の
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
現
れ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
、﹁
瑕
疵
﹂
の
概
念
の
拡
大

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
効
果
論
︵
内
容
︶
の
拡
大
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
検
討
す
る
。

⑵

﹁
瑕
疵
﹂
の
概
念

瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
物
の
﹁
瑕
疵
﹂
︵
v
ic
e︶
と
は
何
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
五
十
嵐
教
授
は
、﹁
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て

も
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
も
、
本
来
、
瑕
疵
は
客
観
的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
﹂
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
と
は
、
本
来
は
、﹁
特

定
物
の
物
理
的
性
質
に
関
す
る
も
の
﹂
で
あ
り
、﹁
す
べ
て
の
買
主
に
と
っ
て
価
値
あ
る
性
質
の
欠
除
で
あ

(

)

っ
た
﹂。
し
か
し
、
こ
の
よ

49
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う
な
客
観
的
な
瑕
疵
の
概
念
は
、﹁
今
日
で
は
主
観
的
な
も
の
に
も
拡
大
さ
れ
る
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
る
﹂
と
指
摘

(

)

す
る
。
そ
し
て
、

50

主
観
的
な
瑕
疵
を
も
加
え
る
﹁
近
世
諸
法
典
﹂
を
例
に
挙
げ
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
例
を
摘
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
イ

タ
リ
ア
で
は
、
激
し
い
論
争
の
末
、
判
例
は
伝
統
的
立
場
に
立
ち
、
瑕
疵
担
保
の
成
立
を
客
観
的
瑕
疵
に
限
り
、
そ
れ
以
外
を
債
務
不

履
行
と
解
し
、
一
般
的
な
傾
向
に
さ
か
ら
っ
た
﹂
と

(

)

す
る
。

51

日
本
民
法
は
ど
う
か
。
五
十
嵐
教
授
は
、
起
草
者
が
客
観
説
を
採
り
、
瑕
疵
と
は
、﹁
物
ガ
通
常
有
ス
ベ
キ
性
質
ノ
欠
除
﹂
で
あ
る

と
解
し
て
い
た
が
、
判
例
は
、﹁
ド
イ
ツ
民
法
に
な
ら
い
﹂、
主
観
説
に
立
つ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
物
の
欠
陥
に
よ
り
、﹁
其
ノ

物
ノ
通
常
ノ
用
途
若
ハ
契
約
上
特
定
シ
タ
ル
用
途
ニ
適
セ
ザ
ル
﹂
場
合
に
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
、
大
審
院
昭
和
八
年
一
月
一
四

日
判
決
︵
民
集
一
二
巻
七

(

)

一
頁
︶
を
引
用
す
る
。
そ
し
て
、
同
判
決
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
売
買
の
目
的
物
が
﹁
或
性
能
ヲ
具
備

52

ス
ル
コ
ト
ヲ
売
主
ニ
於
テ
特
ニ
保
証
︵
請
合
フ
ノ
意
︶
シ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
、
之
ヲ
具
備
セ
ザ
ル
場
合
﹂
も
﹁
瑕
疵
﹂
に
当
た
る
と
し
、

五
十
嵐
教
授
は
、
売
主
に
よ
る
保
証
ま
で
を
﹁
瑕
疵
の
概
念
に
含
め
る
こ
と
は
比
較
法
的
に
例
﹂
が
乏
し
く
、﹁
わ
が
判
例
・
学
説
は

主
観
説
の
最
先
端
を
行
く
﹂
(

)
(

)

と
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
判
例
を
支
持
す
る
﹁
通
説
﹂
は
、
﹁
瑕
疵
担
保
の
適
用
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
﹂

53

54

も
の
で
あ
り
、
そ
の
﹁
立
場
の
一
貫
性
は
疑
問
で
あ
る
﹂
と
も
指
摘
し
て

(

)

い
る
。

55

五
十
嵐
教
授
は
、
右
の
よ
う
に
、
瑕
疵
の
概
念
に
﹁
当
該
契
約
で
定
め
ら
れ
た
使
用
目
的
を
害
す
る
場
合
﹂
を
も
含
め
る
こ
と
は
、

﹁
保
証
に
よ
る
責
任
と
の
差
異
を
紙
一
重
の
も
の
﹂
と
し
、﹁
瑕
疵
と
不
履
行
と
の
概
念
的
限
界
を
画
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
﹂
と

(

)

す
る
。
そ
し
て
、
種
類
売
買
に
も
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
を
認
め
る
の
が
﹁
世
界
の

(

)

大
勢
﹂
で
あ
り
、﹁
現
代
法
で
は
、
瑕
疵
担
保
責

56

57

任
を
債
務
不
履
行
責
任
よ
り
区
別
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
﹂
と

(

)

し
た
。

58

⑶

瑕
疵
担
保
責
任
の
効
果
に
お
け
る
統
一

五
十
嵐
教
授
は
、
右
の
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、﹁
そ
の
内
容
の
点
に
お
い
て
も

著
し
い
変
貌
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
﹂
と

(

)

す
る
。
す
な
わ
ち
、
比
較
法
的
に
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
効
果
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
以
来

59
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の
代
金
減
額
と
解
除
と
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、﹁
一
般
的
な
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
手
段
で
あ
る
代
物
請
求
権
、
修
補
請
求
権
お
よ

び
損
害
賠
償
請
求
権
も
与
え
ら
れ
﹂
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
解
除
に
関
し
て
も
、
﹁
債
務
不
履
行
に
よ
る
契
約
解
除
と
一
致
せ
ん
と

す
る
方
向
﹂
に
あ
り
、﹁
解
除
と
と
も
に
損
害
賠
償
の
請
求
も
認
め
﹂
ら

(

)

れ
た
。
そ
の
﹁
頂
点
に
立
つ
﹂
の
が
、
ハ
ー
グ
の
国
際
動
産

60

売
買
統
一
法
と
ア
メ
リ
カ
統
一
商
法
典
で

(

)

あ
り
、
五
十
嵐
教
授
は
、
こ
の
両
統
一
法
が
、﹁
今
後
の
瑕
疵
担
保
法
の
発
展
に
と
っ
て
導

61

き
の
星
と
な
る
で
あ

(

)

ろ
う
﹂
と
の
予
測
を
す
る
。

62

と
こ
ろ
で
、
五
十
嵐
教
授
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
扱
う
の
は
、﹁
わ
が
民
法
の
立
法
者
が
世
界
に
先
が
け

て
す
で
に
と
っ
て
い
る
立
場
で
あ
る
﹂
と
し
、﹁
現
在
の
学
説
間
の
混
迷
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
比
較
法
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
今
一
度
、

立
法
者
の
精
神
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
必
要
﹂
で
あ
る
と

(

)

す
る
。
そ
し
て
、
確
か
に
、
現
行
民
法
の
起
草
者
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
も
債
務

63

不
履
行
責
任
と
同
じ
く
過
失
責
任
で
あ
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
も
、
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
と
同
様
の
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と

解
し
て

(

)

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
評
価
は
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

(

)

ら
ず
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
起
草
者
の
見
解
を
強
調
す
る
こ
と

64

65

は
、
適
切
で
は

(

)

な
い
。

66

と
も
あ
れ
、
比
較
法
的
成
果
を
踏
ま
え
、﹁
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
明
ら
か
﹂
に

し
た
五
十
嵐
教
授
の
論
文
は
、
法
定
責
任
説
に
収
れ
ん
し
て
い
た
学
界
に
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑷

小

括

五
十
嵐
教
授
の
﹁
瑕
疵
担
保
と
比
較
法
﹂
︵
昭
和
三
四
︱
三
五
年
︶
は
、
そ
の
発
表
当
時
か
ら
、﹁
筆
者
独
特
の
流
麗
な
名
文
﹂
で
、

﹁
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
﹂
も
の
で
あ
り
、﹁
近
来
の
収
穫
の
一
﹂
で
あ
る
と
評
さ

(

)

れ
た
。
そ
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責

67

任
に
解
消
す
る
と
い
う
具
体
的
な
主
張
の
み
な
ら
ず
、﹁
方
法
論
﹂
と
し
て
も
、﹁
種
々
の
法
体
系
に
お
け
る
法
制
度
ま
た
は
法
の
機
能

の
比
較
を
す
る
﹂
比

(

)

較
法
を
﹁
み
ご
と
に
生
か
し
﹂、﹁
今
後
の
重
要
な
方
向
を
示
す

(

)

も
の
﹂
で
あ
っ
た
。

68

69

と
こ
ろ
で
、
そ
の
具
体
的
な
解
釈
論
と
し
て
は
、
ま
ず
、﹁
瑕
疵
﹂
の
概
念
に
着
目
し
、
客
観
的
基
準
と
主
観
的
基
準
の
両
者
を
含
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む
と
す
る
︵
主
観
説
︶
と
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
の
境
界
が
不
明
確
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
学
説
が
十
分
に
検
討
し
て
こ
な
か
っ
た
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
統
一
商
法
典
と
国
際
動
産
売
買
統
一
法
と
を
示
し
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
に
一
元
化
す
る
こ
と
が
国
際
的
動

向
の
主
流
で
あ
る
と
の
事
実
を
摘
示
し
た
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
五
十
嵐
教
授
の
見
解
は
、
当
時
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
約
半
世
紀
後
の
現
在
を
も
見
据
え

た
、
き
わ
め
て
卓
越
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三

﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
の
否
定
︵
北
川
︶

⑴

於
保
不
二
雄
博
士
の
指
摘

五
十
嵐
教
授
の
論
文
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
法
定
責
任
説
の
﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
に
疑
問
を
呈
し
た
の
は
、
於
保
不
二
雄

博
士
で
あ
っ
た
。

於
保
博
士
は
、﹁
給
付
義
務
の
不
完
全
履
行
﹂
と
の
関
連
に
お
い
て
、﹁
通
常
﹂
の
理
解
に
よ
れ
ば
、﹁
特
定
物
の
引
渡
を
目
的
と
す

る
と
き
は
、
引
渡
の
時
の
現
状
に
お
い
て
引
渡
を
す
れ
ば
た
り
る
︵
民
四
八
三
条
︶
﹂
か
ら
、
特
定
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
、
﹁
そ
の
現

状
で
引
渡
せ
ば
不
完
全
履
行
﹂
で
は
な
く
、﹁
物
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
問
題
︵
民
五
七
〇
条
︶
と
な
る
﹂
と

(

)

す
る
。
し
か
し
、
﹁
瑕
疵
担

70

保
責
任
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
な
お
問
題
と
す
べ
き
余
地
﹂
が

(

)

あ
り
、
こ
れ
を
﹁
履
行
責
任
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

71

る
﹂
と

(

)

す
る
。
そ
の
論
拠
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
近
代
法
は
、
売
主
の
権
利
供
与
義
務
を
認
め
る
﹂
た
め
、﹁
権
利
の

72

追
奪
担
保
責
任
は
、
制
度
上
は
、
沿
革
的
理
由
か
ら
担
保
責
任
と
な
っ
て
い
る
が
、
理
論
上
は
履
行
責
任
﹂
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
物

の
瑕
疵
担
保
責
任
、
こ
と
に
特
定
物
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
定
物
の
給
付
義
務
の
形
式
的
取
扱
い
﹂
︵
特
定
物
の
ド
グ
マ
︶
か
ら
、

﹁
双
務
有
償
契
約
に
よ
る
等
価
値
交
換
的
給
付
義
務
と
の
関
連
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
﹂
。
そ
こ
で
、
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
も
、

瑕疵担保責任の比較法的考察（4）（野澤正充）

321



沿
革
的
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
る
な
ら
ば
、
履
行
責
任
と
し
て
再
構
成
﹂
し
う
る
と

(

)

し
た
。

73

右
の
論
拠
は
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、﹁
双
務
有
償
契
約
に
よ
る
等
価
値
交
換
的
給
付
義
務
﹂
と
は
、
於
保
博
士
の
別
の

表
現
に
よ
れ
ば
、﹁
対
価
と
同
価
値
の
目
的
物
上
の
権
利
を
移
転
す
る
義
務
﹂
で
あ
り
、
こ
れ
と
特
定
物
で
あ
る
﹁
目
的
物
の
引
渡
義

務
﹂
と
は
﹁
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(

)

な
い
﹂。
つ
ま
り
、
売
主
は
、
瑕
疵
の
あ
る
特
定
物
を
引
き
渡
し
て
も
、
な
お
﹁
対
価

74

と
同
価
値
の
目
的
物
上
の
権
利
を
移
転
す
る
義
務
﹂
を
負
う
の
で
あ
り
、
瑕
疵
担
保
責
任
も
、
﹁
本
質
的
に
は
、
不
完
全
履
行
の
一
典

型
的
場
合
﹂
と

(

)

な
る
。

75

た
だ
し
、
於
保
博
士
は
、﹁
双
務
契
約
に
お
け
る
危
険
債
権
者
主
義
﹂
に
も
言
及
し
、
こ
れ
は
﹁
民
法
五
三
四
条
の
明
文
上
否
定
で

き

(

)

な
い
﹂
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
再
構
成
す
る
場
合
に
は
、﹁
双
務
契
約
に
お
け
る
危
険
債
権
者
主
義
の
不

76

当
性
を
あ
わ
せ
て
是
正
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
﹂
と

(

)

す
る
。
ま
た
、﹁
原
始
的
不
能
論
や
、
特
定
物
か
不
特
定
物
か
の
区
別
論
も
無

77

用
の
議
論
と
な
る
﹂
と

(

)

し
た
。

78

右
の
於
保
博
士
の
見
解
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
を
否
定
し
、
瑕
疵
の
あ
る
特
定
物
の
売
主
が
、﹁
対
価
と
同
価
値
の

目
的
物
上
の
権
利
を
移
転
す
る
義
務
﹂
を
負
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
定
責
任
説
に
対
す
る
重
要
な
問
題
提
起
と
な
る
。
も
っ
と

も
、
そ
の
記
述
は
簡
潔
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
危
険
負
担
と
の
関
連
が
わ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、﹁
双
務
有
償
契
約
に
お
け
る
等
価

値
交
換
義
務
に
つ
い
て
は
、
過
失
責
任
を
問
題
と
す
べ
き
﹂
で
な
い

(

)

と
し
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
を
﹁
双
務
有
償
契
約
に
お
け

79

る
等
価
値
交
換
義
務
﹂
の
問
題
と
し
て
、
統
一
的
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ

(

)

れ
る
。

80

⑵

北
川
善
太
郎
教
授
の
見
解
︱
ド
イ
ツ
法
の
再
検
討

右
の
於
保
博
士
の
問
題
提
起
を
受
け
止
め
て
、
ド
イ
ツ
の
見
解
を
詳
細
に
再
検
討
し
、
﹁
特
定
物
に
お
い
て
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
は

瑕
疵
な
き
履
行
で
あ
る
﹂
と
い
う
﹁
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
命
題
﹂
を
正
面
か
ら
批
判
し
た
の
が
、
北
川
善
太
郎
教
授
で
あ
る
。

6

﹁
ド
イ
ツ
民
法
学
説
﹂
の
再
評
価
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北
川
教
授
は
、
ま
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
沿
革
を
た

(

)

ど
り
、
ま
た
、
英
米
法
を
含
む
比
較
法
的
考
察
を
行
っ
た
後
に
、
大
陸
法
系
が

81

﹁
英
米
法
の
漸
進
的
な
展
開
と
対
照
的
﹂
に
、﹁
か
な
り
ジ
グ
ザ
グ
な
歩
み
﹂
を
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
﹁
流
れ
の
一
方
の
極
点
に
あ

る
﹂
ド
イ
ツ
民
法
学
説
の
検
討
を

(

)

行
う
。
そ
し
て
、
日
本
の
法
定
責
任
説
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
な
お
﹁
通
説
的
地
位

82

を
し
め
て
い
る
﹂
シ
ョ
ル
マ
イ
ヤ
ー
︵
S
h
o
llm
e
y
e
r︶
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、﹁
特
定
物
売
買
の
給
付
義
務
は

契
約
締
結
時
に
存
す
る
特
定
物
そ
の
ま
ま
の
状
態
に
及
ぶ
﹂
た
め
、﹁
瑕
疵
あ
る
と
き
は
そ
の
ま
ま
の
給
付
﹂
に
義
務
が
つ
き
︵
特
定

物
の
ド
グ
マ
︶
、﹁
瑕
疵
な
き
と
き
は
瑕
疵
な
き
物
の
給
付
義
務
が
成
立
﹂

(

)

す
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
り
、

83

北
川
教
授
は
、
特
定
物
の
ド
グ
マ
に
﹁
挑
戦
す
る
﹂
コ
リ
ン
テ
ン
ベ
ル
ク
︵
K
o
rin
te
n
b
e
rg
︶
の
見
解
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
コ

リ
ン
テ
ン
ベ
ル
ク
は
、
権
利
の
瑕
疵
責
任
に
お
い
て
、
権
利
供
与
義
務
︵
瑕
疵
な
き
権
利
の
給
付
義
務
︶
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

物
の
瑕
疵
で
も
同
様
に
、
瑕
疵
な
き
物
の
給
付
義
務
を
認
め
る
こ
と
が
﹁
論
理
的
不
能
﹂
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、﹁﹃
あ
る
が
ま

ま
に
債
務
を
負
う
﹄
︵
so
g
e
sch
u
ld
e
t,w
ie
e
s
ist︶
で
な
し
に
、﹃
あ
る
べ
き
状
態
で
債
務
を
負
う
﹄
︵
so
g
e
sch
u
ld
e
t,w
ie
e
s
se
in
so
ll︶
﹂

こ
と
を
肯
定

(

)

し
た
。

84

7

﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
の
批
判

以
上
の
基
礎
的
な
検
討
を
踏
ま
え
て
、
北
川
教
授
は
、
ま
ず
、
法
定
責
任
説
の
論
拠
の
一
つ
で
あ
る
原
始
的
不
能
論
に
つ
い
て
、
原

始
的
不
能
が
無
効
で
あ
る
と
の
命
題
に
疑
問
を
提
起

(

)

す
る
と
と
も
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
﹁
原
始
的
不
能
の
例
外
則
﹂
と
考
え
る
こ
と

85

も
で
き
る
と

(

)

す
る
。

86

ま
た
、﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
に
つ
い
て
は
、
右
の
コ
リ
ン
テ
ン
ベ
ル
ク
の
見
解
に
従
い
、﹁
特
定
物
の
給
付
義
務
で
、﹃
あ
る
が
ま

ま
の
状
態
で
義
務
を
負
う
﹄
こ
と
が
唯
一
可
能
な
構
成
で
な
し
に
、﹃
あ
る
べ
き
状
態
で
義
務
を
負
う
﹄
と
の
構
成
に
も
立
ち
う
る
﹂

と

(

)

す
る
。

87
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
特
定
物
の
ド
グ
マ
の
形
成
に
、
動
機
の
錯
誤
論
が
影
響
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
﹃
性
状
錯
誤
は
動
機
錯
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誤
で
あ
る
﹄
と
い
う
命
題
﹂
に
よ
り
、
特
定
物
の
性
質
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
、
動
機
の
錯
誤
に
す
ぎ
ず
、
意
思
表
示
の
内
容
と
な
ら
な

い
こ
と
が
、
特
定
物
の
ド
グ
マ
の
﹁
法
理
論
的
母
胎
﹂
と
な
っ
て

(

)

い
る
。
し
か
し
、
北
川
教
授
は
、﹁
特
定
物
の
性
質
も
、
一
定
の
場

88

合
に
、
何
ら
か
の
構
成
を
通
し
て
、
意
思
表
示
の
内
容
と
な
り
う
る
こ
と
は
肯
定
さ
れ
て
き
て
い
る
﹂
と

(

)

す
る
。
そ
し
て
、
た
と
え

89

ば
、
﹁
メ
ッ
キ
の
リ
ン
グ
で
も
誤
っ
て
金
と
い
う
観
念
の
も
と
に
、﹃
こ
の
金
の
リ
ン
グ
の
給
付
﹄
を
合
意
す
る
こ
と
は
何
ら
背
理
で
は

な
い
﹂
と
す
る
。

そ
し
て
、
北
川
教
授
は
、﹁
ド
イ
ツ
民
法
学
説
が
強
力
に
形
成
し
た
﹃
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹄﹂
は
、﹁
一
部
の
支
持
者
の
と
く
よ
う
に

絶
対
的
な
論
理
的
命
題
﹂
で
は
な
い
と

(

)

す
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
に
よ
る
瑕
疵
担
保
論
は
、
原
始
的
不
能
論
・
動
機
錯

90

誤
論
な
ど
の
特
殊
な
法
理
論
的
背
景
や
歴
史
的
背
景
﹂
が
密
接
に
関
連
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
﹁
別
個
の
判
断
・
法
論
理
が

可
能
で
あ
る
﹂
と
主
張

(

)

す
る
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
は
、﹁
瑕
疵
担
保
に
つ
き
伝
統
的
拘
束
を
脱
し
て
債
務
不
履
行
責
任
構
成
を
と

91

る
方
向
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
﹂
と

(

)

し
た
。

92

8

双
務
有
償
性
な
い
し
危
険
負
担
と
の
関
係

と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
北
川
教
授
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
根
拠
と
し
て
、
﹁
双
務
有
償
性
﹂
を
示
唆
す

る
と
と
も
に
、
危
険
負
担
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
根
拠
を
、
法
定
責
任
説
は
、
有
償
契
約
で
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
鳩
山
博
士
は
、

瑕
疵
担
保
責
任
を
、
有
償
契
約
で
あ
る
売
買
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
解
し
て

(

)

い
た
。
し
か
し
、
北
川
教
授

93

は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
﹁
双
務
有
償
性
へ
の
関
連
づ
け
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
﹂
と

(

)

す
る
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ

94

で
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
一
九
世
紀
に
は
﹁
有
償
契
約
に
拡
張
さ
れ
て
い
た
﹂
も
の
の
、
﹁
双
務
契
約
が
体
系
的
に
考
察
さ
れ
る
の
は

時
期
的
に
ず
っ
と
お
く
れ
、
ド
イ
ツ
民
法
典
︵
§
§
3
2
0︱
3
2
7︶
で
は
じ
め
て
明
確
な
形
﹂
を
と
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
双
務
性
と
有
償

性
の
瑕
疵
担
保
法
へ
の
反
映
に
時
期
的
な
ズ
レ
が
あ
る
﹂
と
さ
れ
て

(

)

い
る
。

95
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と
も
あ
れ
、
北
川
教
授
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
﹁
双
務
・
有
償
性
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
く
る
と
き
契
約
責
任
に
お
け
る
そ
れ
の
体
系

的
位
置
は
明
確
に
規
定
さ

(

)

れ
る
﹂
と
し
、
於
保
博
士
の
見
解
を
引
用
し
て

(

)

い
る
。

96

97

ま
た
、
北
川
教
授
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で
触
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
沿
革

的
に
は
、
後
期
普
通
法
時
代
の
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
、﹁
ロ
ー
マ
法
と
同
じ
く
瑕
疵
に
つ
い
て
告
知
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の

標
準
時
は
契
約
締
結
時
︵
=
危
険
移
転
時
︶
﹂
で
あ
り
、
こ
れ
は
、﹁
普
通
法
の
債
権
者
危
険
負
担
主
義
と
対
応
﹂
し
て

(

)

い
た
。
そ
し
て
、

98

危
険
移
転
時
と
標
準
時
の
一
致
に
つ
い
て
は
、﹁
概
念
必
然
的
で
な
い
が
、
事
物
の
自
然
に
即
応
す
る
﹂
と
の
見
解
が
あ
る
と

(

)

す
る
。

99

さ
ら
に
、
北
川
教
授
自
身
も
、﹁
危
険
負
担
と
瑕
疵
担
保
の
関
係
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
は
今
後
の
問
題
で
あ
る
﹂
と
す
る
。
も
っ

と
も
、
﹁
以
前
か
ら
危
険
移
転
と
瑕
疵
担
保
の
標
準
時
の
結
合
は
論
理
必
然
的
で
な
い
﹂
と
は
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、﹁
瑕
疵
担
保
が

無
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
無
責
の
後
発
的
毀
損
・
滅
失
に
も
と
づ
く
危
険
負
担
法
理
と
の
相
関
関
係
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
当

然
﹂
で
あ
り
、﹁
不
履
行
責
任
と
い
う
性
質
か
ら
、
標
準
時
と
危
険
移
転
時
の
結
合
の
必
要
性
・
合
目
的
性
は
あ
ら
た
め
て
検
討
を
﹂

要

(

)

す
る
と
述
べ
て
い
る
。

100
⑶

小

括

北
川
教
授
は
、
於
保
博
士
の
提
起
し
た
問
題
を
、
豊
富
な
比
較
法
的
知
見
と
、﹁
ド
イ
ツ
法
の
十
分
な
理
解
を

(

)

前
提
﹂
と
し
て
展
開

101

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
に
対
す
る
批
判
は
、
当
該
ド
グ
マ
を
﹁
強
力
に
形
成
﹂
し
た
﹁
ド
イ
ツ
民

法
学
説
﹂
に
よ
る
も
の
だ
け
に
、
大
き
な
説
得
力
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
於
保
博
士
と
北
川
教
授
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
無
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
の
法
的
根
拠
を
、﹁
双
務
有
償
契
約
に
お
け

る
等
価
値
交
換
義
務
﹂
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
両
見
解
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
の
関
連
に
も
言

及
し
て
い
る
点
は
、
再
度
強
調
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
北
川
教
授
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
伝
統
的
な
原
則
で
あ
る
﹁
買
主
を
し
て
注
意
せ
し
め
よ
﹂
︵
ca
v
e
a
t
e
m
p
to
r︶
が
、﹁
初
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期
資
本
主
義
の
標
榜
す
る
自
由
主
義
・
個
人
主
義
精
神
の
所
産
﹂
で
あ
る
と
説
明
し
て

(

)

い
る
。

102

四

日
本
法
の
再
検
討
︵
星
野
︶

⑴

比
較
法
学
会
︵
昭
和
三
六
年
︶

昭
和
三
二
年
の
日
本
私
法
学
会
か
ら
四
年
後
の
昭
和
三
六
年
、
第
二
四
回
比
較
法
学
会
︵
西
南
学
院
大
学
︶
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、﹁
瑕
疵
担
保
責
任
﹂
で
あ
り
、
報
告
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
﹁
序
論
、
日
本
の
問
題
お

よ
び
総
括
﹂
︵﹁
日
本
﹂︶
を
、
企
画
者
で
あ
る
星
野
英
一
教
授
が
担

(

)

当
し
、
イ
ギ
リ
ス
︵
佐
藤
正
滋
︶
、
フ
ラ
ン
ス
︵
伊
藤
道
保
︶
、
ド
イ

103

ツ
︵
北
川
善
太
郎
︶
の
報
告
が
順
に
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、﹁
報
告
者
間
で
検
討
を
経
た
レ
ジ

(

)

ュ
メ
﹂
に
よ
れ
ば
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

104

の
真
の
目
的
︵
討
論
の
テ
ー
マ
︶
の
一
つ
が
、﹁
わ
が
民
商
法
の
解
釈
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
︵
契
約
︶
不
履
行
責
任
と
構
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
の

(

)

当
否
﹂
に
存
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

105

以
下
で
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
を
広
く
学
界
に
知
ら
し
め
た
、
こ
の
比
較
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
概
観
す
る
。

⑵

星
野
教
授
の
見
解

6

問
題
の
提
起

星
野
教
授
は
、
ま
ず
、
従
来
の
法
定
責
任
説
に
対
し
て
、﹁
全
く
新
し
い
構
成
を
し
、
さ
ら
に
諸
効
果
に
つ
い
て
も
考
え
直
そ
う
と

す
る
試
み
が
引
き
続
い
て
現
わ
れ
た
﹂
と
し
、
五
十
嵐
教
授
と
北
川
教
授
の
研
究
に
言
及
し
た
。
そ
し
て
、﹁
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ

て
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
従
来
の
学
説
は
、
根
本
的
に
反
省
を
迫
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
﹂
と

(

)

す
る
。

106

と
こ
ろ
で
、
星
野
教
授
が
取
り
上
げ
た
問
題
点
は
、
①
﹁
売
買
の
目
的
物
が
特
定
物
の
場
合
と
不
特
定
物
の
場
合
と
で
、
法
律
構
成

お
よ
び
法
律
効
果
を
異
に
す
る
べ
き
か
否
か
﹂、
お
よ
び
、
②
﹁
錯
誤
と
瑕
疵
担
保
と
の
関
係
﹂
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
瑕
疵
担
保
責

任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
の
関
係
を
テ
ー
マ
と
す
る
本
稿
は
、
①
の
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
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右
の
①
の
問
題
に
対
し
て
、
星
野
教
授
の
採
用
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、﹁
要
件
論
で
な
く
効
果
論
﹂
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
具

体
的
に
は
、﹁
買
主
の
完
全
履
行
請
求
権
︵
追
完
請
求
権
、
修
補
請
求
権
︶
の
有
無
、
買
主
の
有
す
る
諸
権
利
の
期
間
制
限
、
買
主
の
損

害
賠
償
請
求
権
の
性
質
・
範
囲
﹂
を
論
点
と

(

)

し
た
。
そ
し
て
、﹁
立
法
の

(

)

沿
革
﹂
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
﹁
わ
が

(

)

判
例
﹂
を
﹁
事
案
の
内

107

108

109

容
と
具
体
的
な
解
決
と
に
重
点
を
置
い
て
﹂

(

)

整
理
し
て
い
る
。

110

7

法
定
責
任
説
に
対
す
る
疑
問

右
の
よ
う
な
基
礎
的
作
業
を
し
た
う
え
で
、
星
野
教
授
は
、
従
来
の
判
例
お
よ
び
法
定
責
任
説
に
対
し
て
、
以
下
の
疑
問
を
提
示
す

る
。ま

ず
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
、﹁
債
権
者
が
瑕
疵
の
存
在
を
認
識
し
た
上
で
こ
れ
を
履
行
と
し
て
認
容
し
﹂
た
場
合
に
は
瑕

疵
担
保
責
任
の
適
用
を
認
め
る
判

(

)

例
法
に
つ
い
て
、
星
野
教
授
は
、
確
か
に
﹁
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
瑕
疵
の
存
在
を
追
究
し

111

な
い
意
図
﹂
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、﹁
い
っ
た
い
こ
の
よ
う
な
場
合
が
実
際
に
あ
る
だ
ろ
う
か
が
疑
問
で
あ
る
﹂
と

(

)

し
た
。

112

次
に
、﹁
特
定
物
売
買
に
お
け
る
完
全
履
行
請
求
権
の
問
題
﹂
に
関
し
て
は
、
特
定
物
の
う
ち
代
替
物
に
つ
い
て
﹁
修
補
請
求
権
が

な
い
と
す
る
の
は
、
い
か
に
も
硬
直
な
解
決
で
あ
る
﹂
と

(

)

す
る
。
そ
し
て
、﹁
不
代
替
物
の
場
合
に
さ
え
、
瑕
疵
修
補
請
求
権
が
な
い

113

と
い
ち
が
い
に
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
は
再
考
を
要
す
る
﹂
と
し
た
。
と
い
う
の
も
、
﹁
瑕
疵
が
修
補
可
能
で
あ
る
場
合
﹂
も
あ
り
、

﹁
最
近
の
よ
う
に
、
機
械
器
具
類
が
大
量
に
生
産
さ
れ
供
給
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
売
主
と
し
て
は
、
解
除
さ
れ
た
り
損
害
賠
償
を

と
ら
れ
る
よ
り
は
、
修
理
な
い
し
取
替
を
し
て
す
ま
す
ほ
う
が
望
ま
し
い
場
合
が
少
な
く
な
い
﹂
か
ら
で

(

)

あ
る
。

114

ま
た
、﹁
最
大
の
問
題
﹂
で
あ
る
﹁
契
約
上
の
債
務
と
は
何
か
﹂
に
つ
い
て
は
、﹁
比
較
法
的
﹂
に
、﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
が
、﹁
必

ず
し
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
﹂
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、﹁
常
識
的
﹂
に
は
、﹁
特
定
物
の
売
主
は
完
全
な
物
を
給
付

す
る
義
務
は
な
く
、
特
定
の
不
完
全
な
物
を
給
付
す
れ
ば
よ
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
い
、
解
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
﹂
と
い
う
﹁
通
説
﹂
の
結
論
が
、﹁
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
﹂
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、﹁
結
局
解
除
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
物
を
渡
せ
ば
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法
律
的
に
は
売
主
の
義
務
を
果
し
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
は
理
解
し
難
い
﹂
か
ら
で

(

)

あ
る
。

115

そ
こ
で
、﹁
実
質
論
﹂
と
し
て
、﹁
買
主
は
可
能
な
限
り
、
目
的
物
の
種
類
を
問
わ
ず
完
全
履
行
請
求
権
を
有
す
る
と
解
す
る
こ
と
が

妥
当
﹂
で
あ
る
と
す
れ
ば
、﹁
こ
れ
に
対
応
す
る
売
主
の
債
務
と
し
て
完
全
履
行
義
務
が
あ
る
と
構
成
し
て
よ
い
﹂
と

(

)

す
る
。

116

8

債
務
不
履
行
責
任
説
の
提
唱

星
野
教
授
は
、
さ
ら
に
、
買
主
の
権
利
の
期
間
制
限
や
損
害
賠
償
の
性
質
・
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
報
告
の
最
後
に
、
債
務

不
履
行
責
任
説
の
﹁

(

)

体
系
﹂
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
債
務
不
履
行
責
任
と
構
成
﹂
し
、
目
的
物
の
種
類
を

117

問
わ
ず
、﹁
売
主
は
、
売
買
代
金
に
見
合
う
て
い
ど
の
、
合
意
さ
れ
た
目
的
物
を
給
付
す
る
債
務
を
負
う
﹂
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、

﹁
常
識
に
合
す
る
こ
と
、
妥
当
な
法
律
効
果
を
導
き
得
る
︵
あ
る
い
は
正
当
化
し
得
る
︶
こ
と
、
お
よ
び
法
律
構
成
上
も
す
っ
き
り
す
る

こ
と
﹂
で

(

)

あ
る
。
そ
の
結
果
、
売
買
に
お
い
て
目
的
物
に
瑕
疵
が
存
す
る
場
合
に
は
、﹁
売
主
は
債
務
不
履
行
上
の
責
任
と
瑕
疵
担
保

118

に
よ
る
責
任
﹂
と
を
負
い
、﹁
瑕
疵
担
保
に
関
す
る
規
定
が
売
買
に
つ
い
て
の
特
則
で
あ
る
﹂
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
が
抵
触
す

る
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
が
適
用
さ
れ
、﹁
そ
こ
に
規
定
の
な
い
事
項
に
関
し
て
、
債
務
不
履
行
す
な
わ
ち
不
完
全
履
行
に
関
す
る
規

定
な
い
し
考
え
方
が
適
用
さ
れ
る
﹂
と

(

)

し
た
。

119

右
の
債
務
不
履
行
責
任
説
の
具
体
的
帰
結
と
し
て
は
、
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
買
主
は
、
売
主
に
と
っ
て
可
能

で
あ
る
限
り
、
完
全
履
行
請
求
権
を
有
し
、
②
売
主
に
追
完
・
修
補
の
意
思
が
あ
れ
ば
、﹁
契
約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
﹂

る
た
め
、
解
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︵
五
七
〇
条
に
よ
る
五
六
六
条
一
項
の

(

)

準
用
︶
。
③
損
害
賠
償
の
範
囲
は
、﹁
民
法
四
一
六
条
に
よ

120

っ
て
定
ま
る
﹂。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
履
行
利
益
の
賠
償
か
信
頼
利
益
の
賠
償
か
を
問
う
こ
と
も
、
対
価
的
制
限
を
す
る
こ
と
も
、
そ
の
実

益
、
理
論
上
の
必
要
性
共
に
存
在
し

(

)

な
い
﹂。
も
っ
と
も
、
星
野
教
授
も
、
④
瑕
疵
担
保
責
任
が
﹁
売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ
る
﹂
と

121

す
る
。
た
だ
し
、
売
主
が
﹁
不
可
抗
力
に
よ
る
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
免
責
さ
れ
る
﹂
と

(

)

し
た
。

122

な
お
、
⑤
買
主
の
権
利
は
、﹁
瑕
疵
の
存
在
を
知
っ
た
時
か
ら
一
年
以
内
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
﹂
ず
、
﹁
目
的
物
の
受
領
後
信
義
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則
上
相
当
な
期
間
を
経
過
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
﹂。
ま
た
、
⑥
瑕
疵
担
保
責
任
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、﹁
錯
誤
の
規
定
の
適
用

は
排
斥
さ
れ
る
﹂
と

(

)

す
る
。

123

⑶

比
較
法
学
会
に
お
け
る
他
の
報
告

星
野
教
授
に
よ
る
﹁
日
本
﹂
の
報
告
の
後
、
佐
藤
正
滋
教
授
に
よ
る
﹁
イ
ギ
リ
ス
﹂
の
紹
介
が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
﹁
ま
ず
そ

の
特
殊
な
瑕
疵
担
保
制
度
に
対
す
る
考
え
方
が

(

)

問
題
﹂
と
な
り
、﹁
買
主
を
し
て
注
意
せ
し
め
よ
﹂
の
原
則
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
法

124

で
は
、
﹁
瑕
疵
担
保
は
契
約
の
み
か
ら
成
立
す
る
﹂
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

(

)

れ
た
。

125

次
の
、
伊
藤
道
保
教
授
に
よ
る
﹁
フ
ラ
ン
ス
﹂
は
、
瑕
疵
担
保
制
度
の
特
色
が
、
﹁
そ
の
論
理
的
整
合
性
よ
り
も
﹂
む
し
ろ
、﹁
融
通

性
あ
る
判
例
の
つ
み
重
ね
に
あ
る
﹂
と
し
、﹁
現
実
に
形
成
さ
れ
て
い
る
制
度
の
実
体
﹂
に
着
目

(

)

す
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
瑕
疵

126

担
保
制
度
は
、﹁
売
買
契
約
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
の
時
期
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
生
じ
た
瑕
疵
が
、
そ
の
後
に
発
見
さ
れ
た
場

合
﹂
に
、
買
主
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ
つ
つ
、
売
主
の
責
任
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と

(

)

し
た
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
﹁
所
有
権
移
転
の

127

時
期
﹂
は
、﹁
危
険
負
担
の
移
転
﹂
の

(

)

時
期
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

128

最
後
の
北
川
教
授
に
よ
る
﹁
ド
イ
ツ
﹂
の
報
告
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
﹁
契
約
責
任
外
的
制
度
か
ら
契
約
責
任
内
的
制
度
へ
の
移
行

が
有
力
﹂
で

(

)

あ
る
と
し
、
債
務
不
履
行
責
任
説
を
強
力
に
援
護
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
報
告
の
中
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、﹁
瑕
疵

129

の
存
否
﹂
が
、﹁
危
険
移
転
時
︵
し
た
が
っ
て
通
例
、
物
の
引
渡
・
登
記
︱
︵
§
4
4
6︶︶
に
お
い
て
判
断
さ
れ
﹂
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て

(

)

い
る
。

130

⑷

小

括

昭
和
三
六
年
の
比
較
法
学
会
に
お
い
て
華
々
し
い
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
債
務
不
履
行
責
任
説
は
、
星
野
教
授
に
よ
る
日
本
法
の
説
得

的
な
議
論
に
加
え
て
、
五
十
嵐
教
授
と
北
川
教
授
に
よ
る
比
較
法
的
検
討
に
後
押
し
さ
れ
、
そ
の
支
持
者
を
増
や
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な

る
。
た
と
え
ば
、
山
下
末
人
教
授
に
よ
る
﹁
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
﹂
︵
昭
和
三
七
年
︶
は
、
於
保
博
士
と
北
川
教
授
に
よ
る
﹁
特
定
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物
ド
グ
マ
の
批
判
﹂
を
受
け
容
れ
、﹁
担
保
責
任
は
、
瑕
疵
給
付
に
対
す
る
責
任
と
し
て
不
完
全
履
行
の
一
﹂
で
あ
り
、
﹁
債
務
者
と
し

て
は
外
形
的
に
は
完
全
な
履
行
が
な
さ
れ
た
場
合
の
責
任
と
し
て
特
別
不
完
全
履
行
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
﹂
と

(

)

し
た
。

131

し
か
し
、
星
野
教
授
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
債
務
不
履
行
責
任
説
に
対
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
法
定
責
任
説
か
ら

の
反
論
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
款
で
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
に
対
す
る
批
判
を
概
観
す
る
。

︵

︶

加
藤
一
郎
﹁
担
保
責
任
﹂
谷
口
知
平
＝
加
藤
一
郎
編
﹃
民
法
演
習
Ⅳ
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
︶
九
六
頁
。

45
︵

︶

広
中
俊
雄
﹁
売
主
の
担
保
責
任
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
四
号
︵
一
九
五
九
年
一
月
号
︶
二
五
頁
。

46
︵

︶

内
池
慶
四
郎
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
の
前
提
︱
種
類
売
買
に
対
す
る
適
用
可
能
性
に
関
連
し
て
﹂﹃
慶
應
義
塾
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
︱
第
一
部
・
法
律
学
関
係
﹄
︵
慶

47
應
通
信
、
一
九
五
八
年
︶
四
六
四
頁
。

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
七
頁
。

48

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
七
頁
。

49

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
八
頁
。

50

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
八
頁
。
な
お
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
も
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
り
、
判
例
お
よ
び
学
説
は
、
客
観
的
な
瑕
疵
の
概
念
に
依

51

3

拠
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
峻
別
し
て
い
る
︵
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
三
八
頁
以
下
参
照
︶。

22

︵

︶

野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
二
一
三
頁
︻
一
二
︼
判
決
。

52

1

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
九
頁
。

53

3

︵

︶

た
だ
し
、
同
判
決
に
よ
る
こ
れ
ら
の
判
旨
は
、
傍
論
︵
一
般
論
︶
に
す
ぎ
な
い
︵
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
二
一
四
頁
参
照
︶。

54

1

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
九
頁
。

55

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
九
頁
。

56

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
九
一
頁
。

57

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
九
頁
。

58

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
九
九
頁
。

59

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
九
九
頁
。

60

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
一
一
頁
。

61

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
二
二
頁
。
な
お
、
同
一
一
一
頁
も
参
照
。

62

3
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︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
〇
頁
。

63

3

︵

︶

野
澤
正
充
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
の
比
較
法
的
考
察
︵
一
︶﹂
立
教
法
学
七
三
号
五
三
頁
以
下
︵
二
〇
〇
七
年
︶
参
照
。

64
︵

︶

野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
五
六
頁
以
下
。

65

64

︵

︶

来
栖
三
郎
﹁
小
売
商
人
の
瑕
疵
担
保
責
任
﹂﹃
契
約
法
大
系
Ⅶ
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
年
︶
一
八
九
︱
一
九
〇
頁
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る

66
と
の
根
拠
に
、﹁
し
ば
し
ば
民
法
典
起
草
者
の
意
見
が
引
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
﹂
が
、﹁
民
法
典
起
草
者
の
意
見
は
そ
れ
ほ
ど
は
つ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
﹂
は
な
く
、

﹁
民
法
典
起
草
者
の
意
見
を
根
拠
に
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

︵

︶
﹁
批
評
と
紹
介
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
三
号
九
〇
頁
︵
一
九
六
〇
年
︶。

67
︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
頁
。

68

37

︵

︶

批
評
・
前
掲
注
︵

︶
九
〇
頁
。

69

67

︵

︶

於
保
不
二
雄
﹃
債
権
総
論
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
︶
一
〇
三
頁
。

70
︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
三
頁
。

71

70

︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
四
頁
注
︵
一
︶。

72

70

︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
四
頁
注
︵
一
︶。

73

70

︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
三
一
頁
注
︵
三
︶。

74

70

︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
四
頁
注
︵
一
︶。

75

70

︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
三
一
頁
注
︵
三
︶。

76

70

︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
四
頁
注
︵
一
︶。

77

70

︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
四
頁
注
︵
一
︶。

78

70

︵

︶

於
保
・
前
掲
注
︵

︶
九
一
頁
注
︵
二
五
︶。

79

70

︵

︶

仮
に
本
文
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
於
保
博
士
の
見
解
と
本
稿
の
立
場
は
、
そ
の
基
盤
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

80
︵

︶

北
川
善
太
郎
﹃
契
約
責
任
の
研
究
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
、
初
出
一
九
六
〇
年
︶
九
九
頁
以
下
。

81
︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
三
六
頁
。

82

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
四
〇
頁
。

83

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
五
一
頁
。

84

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
二
七
八
︱
二
八
二
頁
参
照
。

85

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
七
三
頁
。

86

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
七
四
頁
。

87

81
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︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
九
︱
一
七
〇
頁
。

88

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
七
六
︱
一
七
七
頁
。

89

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
七
七
頁
。

90

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
七
七
頁
。

91

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
八
〇
頁
。

92

81

︵

︶

野
澤
正
充
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
の
比
較
法
的
考
察
︵
二
︶﹂
立
教
法
学
七
四
号
一
〇
九
頁
︵
二
〇
〇
七
年
︶。

93
︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
八
二
頁
。

94

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
八
二
︱
一
八
三
頁
。

95

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
八
三
頁
。

96

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
八
四
頁
注
︵

︶。

97

81

18

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
七
頁
。

98

81

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
一
二
頁
注
︵

︶。

99

81

14

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
八
八
頁
。

100

81

︵

︶

円
谷
峻
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
﹂
星
野
英
一
編
﹃
民
法
講
座
e
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
︶
二
五
一
頁
。

101
︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
三
三
頁
注
︵

︶。

102

81

2

︵

︶

星
野
英
一
﹁
瑕
疵
担
保
の
研
究
︱
日
本
﹂
比
較
法
研
究
二
三
号
五
頁
︵
一
九
六
二
年
︶。
な
お
、
同
報
告
は
、
後
に
、
星
野
英
一
﹃
民
法
論
集
第
三
巻
﹄︵
有
斐
閣
、

103
一
九
七
二
年
︶
一
七
一
頁
に
所
収
︵
本
文
で
の
引
用
は
、
比
較
法
研
究
に
よ
る
︶。

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
六
頁
。

104

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
八
頁
。

105

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
四
頁
。

106

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
頁
。

107

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
八
頁
以
下
。

108

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
頁
以
下
。

109

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
頁
。

100

103

︵

︶

最
判
昭
和
三
六
・
一
二
・
一
五
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
八
五
二
頁
な
ど
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
二
三
四
頁
参
照
。
ま
た
、
昭
和
三
六
年
の

111

1

最
高
裁
判
決
ま
で
の
判
例
の
流
れ
に
つ
い
て
も
、
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
一
八
九
頁
以
下
参
照
。

1

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
三
一
頁
。
な
お
、
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
二
三
六
︱
二
三
八
頁
。

112

103

1
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︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
三
二
︱
三
三
頁
。

113

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
三
三
頁
。

114

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
三
五
頁
。

115

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
三
六
頁
。

116

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
三
頁
注
︵

︶。

117

103

1

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
一
︱
五
二
頁
。

118

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
二
頁
。

119

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
二
頁
。

120

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
二
︱
五
三
頁
。

121

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
三
頁
。

122

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
三
頁
。

123

103

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
六
頁
。

124

103

︵

︶

佐
藤
正
滋
﹁
瑕
疵
担
保
の
研
究
︱
イ
ギ
リ
ス
﹂
比
較
法
研
究
二
三
号
五
四
頁
︵
一
九
六
二
年
︶。

125
︵

︶

伊
藤
道
保
﹁
瑕
疵
担
保
の
研
究
︱
フ
ラ
ン
ス
﹂
比
較
法
研
究
二
三
号
六
五
頁
︵
一
九
六
二
年
︶。

126
︵

︶

伊
藤
・
前
掲
注
︵

︶
七
三
頁
。

127

126

︵

︶

伊
藤
・
前
掲
注
︵

︶
六
八
頁
。

128

126

︵

︶

北
川
善
太
郎
﹁
瑕
疵
担
保
の
研
究
︱
ド
イ
ツ
﹂
比
較
法
研
究
二
三
号
七
四
頁
︵
一
九
六
二
年
︶。

129
︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
七
六
頁
。
な
お
、
北
川
・
前
掲
注
︵

︶
一
一
七
頁
お
よ
び
一
二
一
頁
注
︵

︶
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
の
議
論
と
し
て
、﹁
古
く
か
ら

130

129

81

20

担
保
責
任
は
錯
誤
保
護
﹂
と
さ
れ
て
い
た
が
、
後
に
危
険
負
担
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

︵

︶

山
下
末
人
﹁
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
﹂﹃
契
約
法
大
系
Ⅱ
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
︶
一
四
八
頁
。
な
お
、
同
教
授
は
、
後
に
﹁
特
別
不
完
全
履
行
﹂
の
﹁
特

131
別
﹂
性
を
よ
り
明
確
に
す
る
論
考
を
著
し
て
い
る
︵
山
下
末
人
﹁
瑕
疵
担
保
﹂
磯
村
哲
編
﹃
民
法
学
の
基
礎
的
課
題
上
﹄
於
保
還
暦
記
念
︵
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
︶

一
七
九
頁
︶
。
こ
れ
に
対
す
る
批
評
と
し
て
、
奥
田
昌
道
﹁
民
法
学
の
あ
ゆ
み
﹂
法
律
時
報
四
六
巻
九
号
一
一
八
頁
︵
一
九
七
四
年
︶
が
あ
る
。

第
三
款

法
定
責
任
説
か
ら
の
反
論

一

債
務
不
履
行
責
任
説
に
対
す
る
批
判
の
要
点
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債
務
不
履
行
責
任
説
に
対
し
て
は
、
法
定
責
任
説
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
批
判
が
な
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
法
定
責

任
説
を
代
表
す
る
柚
木
馨
博
士
か
ら
の
批
判
は
、
詳
細
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
に
対
す
る

反
論
と
、
そ
れ
に
対
す
る
再
反
論
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
﹁
反

論
﹂
の
み
を
、
や
や
後
の
議
論
も
加
え
て
検
討
す
る
。

反
論
の
要
点
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
五
十
嵐
教
授
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
国
際
的
動
向
の
理
解
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
債
務
不
履
行
責
任
と
無
過
失
責
任
で
あ
る
瑕
疵
担
保
責
任
と
を
一
元
化
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
以
下
、
順

に
検
討
す
る
。

二

比
較
法
的
理
解
に
対
す
る
反
論

⑴

柚
木
馨
博
士
に
よ
る
反
論

債
務
不
履
行
責
任
説
の
支
柱
の
一
つ
は
、
五
十
嵐
教
授
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
比
較
法
的
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う

に
、
ア
メ
リ
カ
統
一
商
法
典
と
ハ
ー
グ
の
国
際
動
産
売
買
統
一
法
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
に
解
消
し
て
両
責
任
を
一

元
化
し
た
こ
と
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
柚
木
博
士
は
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
こ
れ
ら
最
近
の
立
法
事
業
が
動
産
売
買
の
み
を
取
り
扱
い
、

し
か
も
国
際
な
い
し
州
際
の
取
引
き
を
眼
中
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
、
﹁
不
特
定
物
の
商
事
売

買
﹂
に
お
い
て
、
給
付
さ
れ
た
物
に
欠
陥
が
あ
っ
た
場
合
に
、﹁
こ
れ
ら
の
立
法
か
ら
﹃
か
し
担
保
﹄
の
表
現
が
消
滅
し
、
あ
る
い
は

適
合
性
の
欠
如
︵
d
é
fa
u
t
d
e
co
n
fo
rm
ité︶
、
あ
る
い
は
不
適
正
引
渡
し
︵
im
p
ro
p
e
r
d
e
liv
e
ry
︶
な
い
し
契
約
違
反
︵
b
re
a
ch
o
f
co
n
-

tra
ct︶
と
し
て
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
﹂
と
し
て
も
、
こ
れ
は
﹁
む
し
ろ
不
特
定
物
売
買
に
お
け
る
か
し
担
保
制
度
の
排
除
と
債

務
不
履
行
責
任
の
進
出
と
し
て
考
察
す
べ
き
も
の
﹂
で
あ
る
と

(

)

す
る
。

132
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柚
木
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
統
一
法
は
、
ロ
ー
マ
法
か
ら
発
展
し
た
瑕
疵
担
保
責
任
を
知
ら
な
い
英
米
法
を
基
礎
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
対
象
も
不
特
定
物
で
あ
る
動
産
の
売
買
で
あ
る
た
め
、﹁
始
め
か
ら
か
し
担
保
な
る
も
の
を
問
題
と
せ
ず
、
も

っ
ぱ
ら
債
務
不
履
行
の
理
論
を
も
っ
て
終
始
﹂
し
た
、
と
﹁
見
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
自
然
﹂
で
あ
る
と

(

)

す
る
。
そ
う
し
て
、
英
米

133

法
や
国
際
動
産
売
買
統
一
法
は
、
む
し
ろ
そ
の
ま
ま
﹁
不
特
定
物
売
買
に
は
債
務
不
履
行
の
原
則
の
み
が
適
用
さ
れ
る
﹂
と
す
る
法
定

責
任
説
の
根
拠
に
な
る
と
し
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
﹁
決
定
的
論
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と

(

)

し
た
。

134

⑵

来
栖
三
郎
博
士
の
指
摘

柚
木
博
士
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
、
英
米
法
と
大
陸
法
の
違
い
を
指
摘
し
た
の
は
、
来
栖
三
郎
博
士
で

(

)

あ
る
。

135

ま
ず
、
来
栖
博
士
は
、﹁
英
米
の
瑕
疵
担
保
法
の
特
徴
﹂
が
、﹁
ca
v
e
a
t
e
m
p
to
r︵﹃
買
主
を
し
て
注
意
せ
し
め
よ
﹄︶
の
マ
キ
シ
ム
が

適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
﹂
に
あ
る
と

(

)

す
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
動
産
売
買
に
は
、﹁
買
主
を
し
て
注
意

136

せ
し
め
よ
﹂
の
原
則
が
適
用
さ
れ
、﹁
売
主
の
明
示
の
担
保
が
あ
る
か
、
売
主
に
詐
欺
が
あ
る
か
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
売
買

の
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
売
主
の
責
任
を
追
及
し
え
な
い
の
が
一
般
的
な
ル
ー
ル
﹂
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
は
、

﹁
一
定
の
場
合
に
、
物
の
瑕
疵
に
対
す
る
売
主
の
黙
示
の
担
保
が
み
と
め
ら
れ
る
﹂
に

(

)

至
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
陸
法
で
は
、﹁
す
べ

137

て
の
人
が
、
彼
が
売
り
又
は
譲
渡
す
る
物
を
担
保
す
る
義
務
を

(

)

負
う
﹂
と
さ
れ
る
。

138

右
の
点
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
売
主
の
責
任
の
み
と
め
ら
れ
る
範
囲
は
大
陸
法
の
方
が
英
米
法
よ
り
広
く
、

英
米
法
で
は
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
み
と
め
ら
れ
る
売
買
契
約
が
制
限
的
な
の
に
、
大
陸
法
で
は
一
切
の
売
買
契
約
に
み
と
め
ら

れ
、
大
陸
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
理
論
は
、
多
少
大
雑
把
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
英
米
法
な
ら
ca
v
e
a
t
e
m
p
to
r
が
行
な
わ
れ

売
主
の
黙
示
の
担
保
責
任
が
否
定
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
、
売
主
の
責
任
を
み
と
め
る
た
め
の
も
の
﹂
で

(

)

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
来
栖
博

139

士
は
、
﹁
英
米
法
に
お
け
る
意
思
的
構
成
や
売
主
の
過
失
の
有
無
に
か
か
わ
ら
な
い
債
務
不
履
行
責
任
を
大
陸
法
の
瑕
疵
担
保
の
理
論

に
無
雑
作
に
移
す
こ
と
は
問
題
﹂
で
あ
る
と

(

)

す
る
。

140
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三

過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
一
元
化
に
対
す
る
批
判

⑴

五
十
嵐
教
授
に
よ
る
問
題
の
提
起

債
務
不
履
行
責
任
説
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
批
判
は
、
無
過
失
責
任
で
あ
る
瑕
疵
担
保
責
任
と
過
失
責
任
に
基
づ
く
債
務
不

履
行
責
任
と
を
一
元
化
す
る
こ
と
の
困
難
さ
で
あ
る
。
こ
の
点
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
を
提
唱
し
た
五
十
嵐

教
授
自
身
で
あ
っ
た
。

五
十
嵐
教
授
は
、﹁
日
本
民
法
の
理
論
構
成
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
と
把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ

こ
に
一
つ
の
難
点
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
﹂
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の
日
本
民
法
は
、﹁
大
陸
法
に
従
い
債
務
不

履
行
に
つ
き
過
失
主
義
を
採
用
し
て
い
る
﹂
が
、
こ
れ
と
、﹁
無
過
失
主
義
を
と
る
瑕
疵
担
保
と
は
両
立
し
な
い
﹂
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
点
で

(

)

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
き
、
五
十
嵐
教
授
は
、﹁
瑕
疵
担
保
の
場
合
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
は
維
持
さ
れ
る
べ

141

き
で
あ
る
﹂
か
ら
、﹁
む
し
ろ
、
債
務
不
履
行
に
お
け
る
過
失
主
義
の
原
則
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
の
道
を
見
出
す
べ

き
﹂
で
あ
る
と

(

)

す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
主
張
は
、
立
法
論
で
あ
る
。

142

⑵

来
栖
博
士
の
無
過
失
責
任
へ
の
疑
問

同
様
の
問
題
は
、
や
や
異
な
る
角
度
か
ら
も
提
起
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
無
過
失
の
小
売
商
人
に
履
行
利
益
の
損
害
賠
償
を
認
め
る

こ
と
の
不
当
性
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
の
は
、
来
栖
博
士
で
あ
っ
た
。

来
栖
博
士
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
に
よ
る
と
、﹁
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
一
内
容
と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任
に
お
い
て
も
履
行

利
益
の
賠
償
が
考
え
ら

(

)

れ
る
﹂
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
す
る
と
、﹁
小
さ
い
街
角
の
一
介
の
小
売

(

)

商
人
﹂
な
い

143

144

し
﹁
零
細
な
小
売
商
人
﹂
に
そ
の
よ
う
な
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
の
は
、﹁
多
少

(

)

酷
だ
﹂
と
す
る
。
し
か
も
、﹁
商
人
で
な
い
も
の
に
よ

145

る
売
買
に
も
及
ぼ
す
﹂
の
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
、﹁
商
人
で
な
い
も
の
が
、
自
分
の
家
で
出
来
た
も
の
を
、
業
と
す
る
こ
と
な
く
、

隣
人
の
求
め
に
応
じ
対
価
を
得
て
頒
ち
与
え
た
場
合
に
も
、
な
お
売
主
と
し
て
そ
の
物
の
瑕
疵
に
つ
き
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
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す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
は
、
ち
ゅ
う
ち
ょ
を
感
ず
る
﹂
と

(

)

し
た
。

146

右
の
来
栖
博
士
の
疑
問
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
無
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
無
過
失
責
任
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、﹁
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
﹂
に
従

(

)

っ
て
履
行
利
益
の
賠
償
を
認
め
る
、
債
務
不
履
行
責
任
説
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

147

る
。四

債
務
不
履
行
責
任
説
か
ら
の
再
反
論

⑴

比
較
法
的
理
解
に
つ
い
て

柚
木
博
士
の
比
較
法
的
な
観
点
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
側
か
ら
の
再
反
論
は
、
特
に
見
あ
た
ら

(

)

な
い
。
統

148

一
商
法
典
や
国
際
動
産
売
買
統
一
法
が
、
法
定
責
任
説
の
根
拠
と
な
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
制
定
の
経
過
か
ら
し
て
も
、
州
間

な
い
し
国
際
間
の
動
産
売
買
の
み
を
対
象
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
柚
木
博
士
の
指
摘
は
、
適
切
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
と
考

え
ら

(

)

れ
る
。

149

し
か
し
、
柚
木
博
士
の
批
判
が
適
切
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
、
原
始
的
不
能
論
と
特
定
物
の
ド
グ
マ
に
基
礎

づ
け
ら
れ
た
法
定
責
任
説
が
正
当
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
北
川
教
授
や
星
野
教
授
に
よ
る
﹁
特
定
物
の

ド
グ
マ
﹂
の
否
定
に
対
し
て
は
、
伝
統
的
な
法
定
責
任
説
の
側
か
ら
の
、
十
分
な
反
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

﹁
今
日
、
特
定
物
ド
グ
マ
の
否
定
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
好
意
的
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
﹂
と
解
さ
れ
て

(

)

い
る
。

150

な
お
、
来
栖
博
士
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
英
米
法
と
大
陸
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
違
い
も
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
款
を
改
め
て
検
討
す
る
︵
本
節
第
四
款
︶
。

⑵

過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
一
元
化
に
つ
い
て

過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
一
元
化
の
困
難
さ
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
論
者
自
ら
が
認
め
る
よ
う
に
、﹁
根
本
的
な

(

)

問
題
﹂
で

151
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あ
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
方
向
性
に
は
、
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。

一
つ
は
、
立
法
に
よ
る
解
決
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
と
そ
の
後
身
で
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
法

を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
に
一
元
化
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
統
一
法
は
、
英
米
法

と
大
陸
法
の
制
度
を
融
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
規
定
を
体
系
的
か
つ
整
合
的
に
説
明
で
き
る
か
否
か
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
現
行
民
法
の
解
釈
に
よ
る
解
決
で
あ
る
。
そ
の
試
み
は
、
す
で
に
五
十
嵐
教
授
と
星
野
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
。ま

ず
、
五
十
嵐
教
授
は
、﹁
過
失
主
義
・
無
過
失
主
義
と
い
っ
て
も
﹂、
実
際
に
は
、
両
者
の
差
が
﹁
紙
一
重
で
あ
る
﹂
と
す
る
。
と

い
う
の
も
、
一
方
で
は
、﹁
債
務
不
履
行
の
場
合
の
過
失
主
義
﹂
は
、﹁
債
務
者
の
側
で
責
に
帰
す
べ
き
事
由
の
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証

し
な
け
れ
ば
責
を
免
れ
﹂
ず
、
他
方
で
は
、﹁
瑕
疵
担
保
に
お
け
る
無
過
失
主
義
﹂
で
も
、﹁
不
可
抗
力
に
よ
る
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
の

が
通
常
で
あ
る
︵
統
一
法
草
案
八
五

=
現
七
四
参
照
︶
﹂
か
ら
で

(

)

あ
る
。

152

星
野
教
授
も
、
右
の
指
摘
を
受
け
て
、﹁
債
務
不
履
行
の
場
合
は
、
過
失
主
義
を
と
っ
て
も
、
挙
証
責
任
が
転
換
﹂
さ
れ
、
ま
た
、

﹁
無
過
失
主
義
を
と
っ
て
も
、﹃
不
可
抗
力
﹄
の
場
合
に
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
も
異
論
あ
る
ま
い
﹂
と

(

)

す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、﹁
無
過

153

失
﹂
が
、
注
意
義
務
違
反
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、﹁
売
買
に
お
け
る
売
主
の
︵
注
意
︶
義
務
と
は
な
に
か
こ
そ
が
問
題
﹂
で

あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、﹁
結
果
債
務
の
履
行
遅
滞
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
の
あ
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
フ
ォ
ー
ト

︵
fa
u
te︶
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
援
用
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
﹁
売
買
に
お
い
て
瑕
疵
の
あ
る
物
の
給

付
は
、
通
常
は
︵
不
可
抗
力
の
場
合
を
除
い
て
︶
、
た
だ
ち
に
﹃
過
失
﹄
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
﹂
、
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
こ
そ
、﹁
筆
者
の
提
起
し
た
か
っ
た
問
題
で
あ
る
﹂
と

(

)

す
る
。

154

し
か
し
、
右
の
両
者
の
見
解
は
、
そ
の
前
提
に
誤
り
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
無
過
失
責
任
は
、
債
務
者
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が
不
可
抗
力
を
立
証
し
て
も
免
責
の
認
め
ら
れ
な
い
、
絶
対
的
な
責
任
だ
か
ら
で

(

)

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
五
十
嵐
教
授
の
引

155

用
さ
れ
た
国
際
動
産
売
買
統
一
法
七
四
条
三
項
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
伝
統
的
な
効
果
で
あ
る
解
除
と
代
金
減
額
に
つ
い
て
は
、
不
可

抗
力
に
よ
る
免
責
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
右
の
五
十
嵐
教
授
と
星
野
教
授
の
見
解
に
対
す
る
、﹁
こ
の
よ
う
な
提
案
が
成
功
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
﹂

と
の

(

)

評
価
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

156

五

小

括

債
務
不
履
行
責
任
説
は
、
立
法
論
と
し
て
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
法
が
今
後
と
る
べ
き
方
向
の
一
つ
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現

行
民
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説

は
そ
の
支
持
者
を
増
や
し
、﹁
今
日
の
学
説
の
中
で
は
ほ
ぼ
通
説
的
地
位
を
占
め
て

(

)

い
る
﹂
と
ま
で
述
べ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ

157

の
要
因
と
し
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
国
際
的
動
向
お
よ
び
学
説
の
状
況
の
変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か

し
、
こ
の
点
は
、
次
節
︵
本
章
第
二
節
︶
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

な
お
、
債
務
不
履
行
責
任
説
は
、
現
行
民
法
の
起
草
者
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
過
失
責
任
で
あ
る
と
し
、
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
考

え
て
い
た
こ
と
を
、
そ
の
論
拠
の
一
つ
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
来
栖
博
士
は
、﹁
民
法
典
起
草
者
の
意
見
は
そ
れ
ほ

ど
は
つ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
﹂
は
な
く
、﹁
民
法
典
起
草
者
の
意
見
を
根
拠
に
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と

(

)

し
た
。
そ
し
て
、

158

こ
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
星
野
教
授
も
、﹁
確
か
に
、
起
草
者
の
考
え
方
が
一
義
的
に
明
瞭
で
あ
る
と
は
い
え
﹂
ず
、﹁
起
草
者
の
考
え

方
は
決
め
手
に
な
ら
な
い
﹂
こ
と
を
認
め
て

(

)

い
る
。

159

︵

︶

柚
木
馨
﹃
売
主
瑕
疵
担
保
責
任
の
研
究
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
︶
二
六
二
頁
。

132
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︵

︶

柚
木
・
前
掲
注
︵

︶
二
六
二
︱
二
六
三
頁
。

133

132

︵

︶

柚
木
・
前
掲
注
︵

︶
二
六
三
頁
。

134

132

︵

︶

来
栖
博
士
は
、
売
主
の
担
保
責
任
が
法
定
責
任
で
あ
る
か
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
か
は
、﹁
ど
ち
ら
と
も
い
え
る
﹂
と
し
、
そ
の
法
的
性
質
論
に
は
﹁
重
要
で
は

135
な
い
﹂
と
す
る
。
そ
し
て
、﹁
重
要
な
の
は
担
保
責
任
の
内
容
如
何
﹂
で
あ
り
、
具
体
的
な
解
決
が
先
決
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
︵
来
栖
三
郎
﹃
契
約
法
﹄

︵
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
︶
八
七
頁
、
一
一
七
頁
︶。

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
一
九
〇
頁
。

136

66

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
一
九
一
︱
一
九
二
頁
。

137

66

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
一
九
〇
頁
。

138

66

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
二
四
九
︱
二
五
〇
頁
。

139

66

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
〇
頁
。

140

66

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
八
頁
。

141

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
八
頁
。

142

3

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
三
頁
。

143

66

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
四
頁
。

144

66

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
五
頁
。

145

66

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
六
頁
。

146

66

︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
三
頁
。

147

66

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
二
三
頁
は
、﹁
こ
の
種
の
批
判
﹂
を
﹁
予
期
し
な
か
っ
た
﹂
こ
と
と
、﹁
主
と
し
て
不
特
定
物
売
買
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
た
め
、
特
定

148

3

物
売
買
の
瑕
疵
担
保
＝
法
定
責
任
説
を
否
定
す
る
根
拠
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
定
責
任
説
の
論
者
の
記
述
で
あ
る
が
、﹁
一
般
に
、
柚
木
博
士
の
指
摘
が
妥
当
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︵
円
谷
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
四
頁
︶
。

149

101

︵

︶

円
谷
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
五
頁
。

150

101

︵

︶

星
野
英
一
﹁﹃
瑕
疵
担
保
の
研
究
﹄
補
論
﹂﹃
民
法
論
集
第
三
巻
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
︶
二
四
五
頁
。

151
︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
一
四
頁
注
︵

︶。

152

3

8

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
二
四
五
頁
。

153

151

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
二
四
五
︱
二
四
六
頁
。

154

151

︵

︶

野
澤
正
充
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
法
の
課
題
と
展
望
﹂
法
律
時
報
八
〇
巻
八
号
七
頁
︵
二
〇
〇
八
年
︶
参
照
。

155
︵

︶

円
谷
・
前
掲
注
︵

︶
二
五
五
頁
。

156

101
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︵

︶

内
田
貴
﹃
民
法
Ⅱ
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、
二
〇
〇
七
年
︶
一
二
九
頁
。

157
︵

︶

来
栖
・
前
掲
注
︵

︶
一
八
九
︱
一
九
〇
頁
。

158

66

︵

︶

星
野
・
前
掲
注
︵

︶
二
四
四
頁
。
な
お
、
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
五
三
頁
以
下
参
照
。

159

151

64

第
四
款

ま
と
め
︱
︱
若
干
の
考
察
を
か
ね
て

一

債
務
不
履
行
責
任
説
が
提
起
し
た
問
題

瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
二
年
の
日
本
私
法
学
会
を
一
つ
の
ピ
ー
ク
と
し
て
法
定
責
任
説
に
収
れ
ん
し
て

い
た
民
法
学
界
に
、
債
務
不
履
行
責
任
説
が
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
は
、
計
り
知
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
法
定
責
任
説
が
基
盤

と
し
て
い
た
﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
が
論
理
的
に
磐
石
の
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
比
較
法
的
に
も
、
世
界
の
潮
流
に
反
す
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
法
定
責
任
説
の
ま
さ
に
根
幹
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
債
務
不
履
行
責
任
説
の
提
唱
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
は
、﹁
特
定
物
の
ド
グ
マ
﹂
の
否
定
だ
け
で
は
な
い
。

以
下
で
は
、
法
定
責
任
説
と
債
務
不
履
行
責
任
説
の
論
争
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
重
要
な
論
点
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で

の
学
説
が
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
、
次
の
三
つ
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
第
一
は
、
五
十
嵐
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
﹁
瑕
疵
﹂
概
念

の
拡
張
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
の
論
拠
と
す
る
英
米
法
な
い
し
国
際
動
産
売
買
統
一
法
と
大
陸
法
と
の
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て

第
三
は
、
両
見
解
に
お
け
る
最
も
激
し
い
論
争
点
で
あ
る
、
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
一
元
化
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
右
の
三
つ
の
問
題
の
本
格
的
な
解
明
は
、
さ
ら
な
る
検
討
の
後
に
行
う
こ
と
と
し
、
本
款
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
の

所
在
と
、
そ
の
解
明
の
た
め
の
筋
道
を
素
描
す
る
に
と
ど
め
る
。
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二

﹁
瑕
疵
﹂
の
概
念

⑴

客
観
説
と
主
観
説
︱
︱
五
十
嵐
教
授
に
よ
る
批
判

瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
﹁
瑕
疵
﹂
と
は
、
物
質
的
な
欠
陥
で
あ
る
が
、
そ
の
基
準
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

瑕
疵
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
と
、
売
買
の
目
的
物
が
通
常
備
え
る
べ
き
品
質
・
性
能
を
有
し
て
い
る
か
否
か
が
基
準
と
な
る
︵
客
観

説
︶
。
こ
れ
に
対
し
て
、
瑕
疵
を
主
観
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
当
該
契
約
に
お
い
て
当
事
者
が
ど
の
よ
う
な
品
質
・
性
能
を
予
定
し
て
い

た
か
、
と
い
う
契
約
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
︵
主
観
説
︶
。

こ
の
二
つ
の
見
解
の
う
ち
、
大
陸
法
の
沿
革
で
は
、
当
初
は
、
客
観
説
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
異
論
は

(

)

な
い
。
そ
し
て
、
日
本
民

160

法
典
の
起
草
者
も
、
客
観
説
を
採
っ
て
い
た
と
さ

(

)

れ
る
。
た
と
え
ば
、
岡
松
参
太
郎
博
士
は
、
そ
の
註
釈
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

161

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
と
は
、﹁
売
買
ノ
目
的
タ
ル
物
ガ
通
常
ニ
有
ス
ベ
キ
性
質
ノ
欠
缺
ニ
シ
テ
之
ニ
因
リ
其
物
ノ
価
値
ヲ
害
ス

ベ
キ
モ
ノ
﹂
で
あ
る
と

(

)

す
る
。
そ
し
て
、﹁
物
ガ
通
常
ニ
有
ス
ベ
キ
性
質
ヲ
有
ス
ル
以
上
﹂
は
、﹁
買
主
ガ
売
主
ニ
指
示
シ
タ
ル
性
質
ヲ

162

有
セ
ザ
ル
モ
瑕
疵
ニ
ア
ラ
ズ
﹂
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、﹁
錯
誤
﹂
の
問
題
が
生
じ
る
﹁
ノ
ミ
﹂
で
あ
る
と

(

)

し
た
。
岡
松
博
士
が
﹁
瑕

163

疵
﹂
の
概
念
を
、
主
観
的
な
基
準
で
は
な
く
、
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
の
み
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
判
例
は
、
五
十
嵐
博
士
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
主
観
説
に
立
っ
て

(

)

い
た
。
そ
し
て
、
法
定
責
任
説
を
代
表
す
る
柚
木
博
士

164

も
、
明
確
に
主
観
説
を
支
持
す
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
通
常
は
、
買
主
は
自
己
の
希
望
す
る
性
質
・
用
途
を
告
げ
、
売
主
が
そ
れ
に
適
す

る
旨
を
答
え
る
の
を
ま
っ
て
、
そ
の
特
定
の
品
を
選
ぶ
﹂
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
そ
の
物
が
﹁
性
質
・
用
途
に
適
し
な
い
と
、
そ
れ

は
売
買
の
合
意
の
基
礎
と
な
っ
た
性
質
と
相
違
す
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
適
性
ま
た
は
価
値
が
予
定
さ
れ
た
性
質
の

物
に
対
し
て
著
し
く
減
少
す
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
物
は
か
し
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹂
と
主
張

(

)

し
た
。

165

こ
れ
に
対
し
て
、
五
十
嵐
教
授
は
、
前
述
の
よ
う
に
、﹁
一
方
で
は
瑕
疵
担
保
の
適
用
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
通
説
が
、
他
方

で
は
﹂
、
主
観
的
瑕
疵
概
念
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
﹁
判
例
を
支
持
﹂
す
る
こ
と
に
は
、
﹁
一
貫
性
が
な
い
﹂
と
批
判
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(

)

し
た
。

166⑵

柚
木
博
士
に
よ
る
反
論

五
十
嵐
教
授
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
柚
木
博
士
の
反
論
は
、
五
十
嵐
教
授
の
指
摘
が
、
﹁
異
質
的
な
問
題
を
比
較
の
対
象
と
す
る
も

の
で
は
﹂
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
不
特
定
物
の
売
買
に
瑕
疵
担
保
責
任
の
規
定
の
適
用
を
﹁
否

認
す
る
﹂
の
は
、
そ
れ
が
債
務
不
履
行
の
規
定
に
よ
っ
て
﹁
ま
か
な
わ
れ
る
べ
き
﹂
だ
か
ら
で
あ
り
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
範
囲
を

﹁
解
釈
上
制
限
し
よ
う
と
努
力
し
た
の
で
は
な
い
﹂
と
す
る
。
そ
し
て
、
特
定
物
の
売
買
に
関
し
て
は
、
債
務
不
履
行
責
任
に
よ
る
保

護
が
買
主
に
は
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
、﹁
で
き
う
る
限
り
広
く
買
主
の
信
頼
を
保
護
し
、
い
や
し
く
も
保
護
の
道
が
と
ざ
さ
れ
る
が
ご

と
き
場
合
を
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
に
解
釈
上
の
努
力
を
集
中
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
帰
結
﹂
で
あ
り
、
そ
こ
に
﹁
矛
盾
あ
り

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
﹂
と

(

)

し
た
。

167

右
の
柚
木
博
士
に
よ
る
反
論
は
、
要
す
る
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
﹁
買
主
の
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
に
特
設

(

)

し
た
﹂
と
い
う
法
定
責

168

任
説
の
立
場
か
ら
、﹁
で
き
う
る
限
り
広
く
買
主
の
信
頼
を
保
護
﹂
す
る
た
め
に
瑕
疵
概
念
を
拡
大
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
主
張
は
、
自
ら
の
立
場
を
繰
り
返
し
た
に
す
ぎ
ず
、
論
争
と
し
て
は
か
み
合
っ
て
い
な
い
。

⑶

論
争
の
評
価

右
の
よ
う
に
、
五
十
嵐
教
授
と
柚
木
博
士
の
議
論
は
か
み
合
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
齟
齬
が
、
ま
さ
に
こ
の
論
争
の
本
質
を

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
大
陸
法
に
目
を
向
け
る
と
、
瑕
疵
の
概
念
は
、
客
観
的
な
も
の
か
ら
主
観
的
な
も
の
へ
と
拡
大
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
主
観
説
に
よ
る
と
、
五
十
嵐
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、﹁
瑕
疵
と
不
履
行
の
概
念
的
限
界
を
画
す
る
こ
と
は
不
可
能
﹂
と

な
り
、
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
よ
り
区
別
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
﹂
と

(

)

な
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
、
特
定
物
か

169

不
特
定
物
か
を
問
わ
ず
に
瑕
疵
担
保
責
任
を
適
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
峻
別
す
る
見
解
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︵
二
元
説
︶
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
瑕
疵
を
客
観
的
な
も
の
に
限
定
し
、
主
観
的
な
も
の
は
債
務
不
履
行
責
任
の
問
題
で
あ
る

と

(

)

す
る
。
つ
ま
り
、﹁
瑕
疵
﹂
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
区
別
す
る
、
重
要
な
メ
ル

170

ク
マ
ー
ル
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
伝
統
的
な
法
定
責
任
説
が
採
用
し
た
両
責
任
を
峻
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
目
的
物
が
特
定
物

︵
不
代
替
的
特
定
物
︶
か
不
特
定
物
か
に
あ
り
、
瑕
疵
の
概
念
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
瑕
疵
の
概
念
に
つ
い
て
の
客
観
説

と
主
観
説
の
対
立
は
、﹁
わ
が
国
の
学
界
で
は
多
く
自
覚
的
に
論
争
さ
れ
﹂

(

)

ず
に
、
﹁
学
説
の
大
勢
も
ま
た
、
問
題
意
識
の
有
無
は
別
と

171

し
て
﹂
、
判
例
の
採
る
主
観
説
を
﹁
是
認
し
て

(

)

き
た
﹂
と
解
さ
れ
る
。

172

し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
概
念
の
拡
大
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
の
境
界
を
失
わ
せ
る
と
考
え
る
五
十
嵐
教
授
と
、
両
責

任
の
境
界
は
、
目
的
物
が
︵
不
代
替
的
︶
特
定
物
か
否
か
に
あ
る
と
す
る
柚
木
博
士
と
で
は
、
議
論
は
は
じ
め
か
ら
か
み
合
う
は
ず
が

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
五
十
嵐
教
授
の
理
解
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
本
質
が
危
険
負
担
の
法
理
に
基
づ
く
と

(

)

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
瑕
疵
の
概

173

念
が
、
本
来
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
﹁
瑕
疵
﹂
も
、
本
来
は
、
物
の
滅
失
・
損

傷
と
並
ぶ
﹁
︵
給
付
︶
危
険
﹂
の
一
つ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、﹁
瑕
疵
﹂
の
概
念
を
、
当
事
者
の
主
観
的
な
﹁
適

合
性
の
欠
如
︵
欠
缺
︶
﹂
に
ま
で
拡
大
す
る
か
否
か
は
、
解
釈
論
上
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
立
法
政
策
上
の
問
題
で
も
あ
る
。

三

英
米
法
と
大
陸
法
の
違
い
︱
︱
瑕
疵
担
保
責
任
の
本
質
論
と
の
関
連
で

⑴

国
際
動
産
売
買
統
一
法
の
立
場

国
際
動
産
売
買
統
一
法
は
、﹁
比
較
方
法
に
よ
っ
て
重
要
な
国
の
法
律
や
判
例
か
ら
出
発
し
て
同
じ
内
容
を
も
っ
た
制
定
法
を
つ
く

る
﹂
と
い
う

(

)

方
針
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
陸
法
と
英
米
法
の
諸
制
度
を
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
同
統
一
法

174
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は
、
﹁
世
界
的
学
者
の
衆
智
を
集
め
、
か
つ
実
務
も
十
分
に
尊
重
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で

(

)

あ
る
﹂
た
め
、
そ
の
内
容
に
は
、
い
ず
れ
の

175

法
系
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
も
、
一
定
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
う
る
。
た
と
え
ば
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

﹁
物
の
適
合
性
﹂
の
問
題
と
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
の
中
に
解
消
さ
せ
る
半
面
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
特
有
の
救
済
手
段
で
あ
る
代
金

減
額
と
解
除
に
つ
い
て
は
、
売
主
に
よ
る
免
責
︵
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
︶
を
認
め
ず
︵
七
四
条
三
項
︶
、
そ
の
無
過
失
責
任
︵
絶
対
責

任
︶
と
し
て
の
側
面
を
維
持
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
︵
お
よ
び
そ
の
後
身
の
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
︶
は
、
ま
さ
に
、﹁
今
後
の
瑕
疵
担
保
法
の
発
展
﹂

に
と
っ
て
の
﹁
導
き

(

)

の
星
﹂
で
あ
る
こ
と
に
は
、
疑
い
が
な
い
。

176

⑵

適
用
領
域
・
出
発
点

し
か
し
、
債
務
不
履
行
責
任
説
に
対
す
る
柚
木
博
士
と
来
栖
博
士
の
批
判
か
ら
は
、
次
の
二
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
は
、
柚
木
博
士
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
が
、﹁
国
際
﹂
的
な
﹁
動
産
﹂
︵
不
特
定
物
︶
の
売
買
の
み
を
対

象
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、﹁
不
動
産
や
そ
の
他
個
性
に
着
目
し
て
非
商
人
間
に
売
買
さ
れ
る
よ
う
な
物
﹂
は
、
そ
の
対

象
と
な
っ
て
は
い

(

)

な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
の
規
定
や
そ
の
解
釈
を
、
日
本
の
民
法
に
導
入
す
る
こ
と
に

177

は
、
な
お
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
代
社
会
の
よ
う
に
、
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
取
引
法
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
要
請
さ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
国
内
法
も
国
際
規
格
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

(

)

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

178

も
う
一
つ
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
対
す
る
英
米
法
と
大
陸
法
の
出
発
点
の
違
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
英
米
法
で
は
、
原
則
と
し

て
、
売
主
が
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
わ
ず
、﹁
買
主
を
し
て
注
意
せ
し
め
よ
﹂
︵
ca
v
e
a
t
e
m
p
to
r︶
の
法
格
言
が
適
用
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
修
正
原
理
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
黙
示
の
保
証
︵
黙
示
の
ワ
ラ
ン
テ
ィ

=
im
p
lie
d
w
a
rra
n
ty
︶
が
認
め
ら

れ
、
瑕
疵
が
契
約
違
反
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
陸
法
で
は
、
来
栖
博
士
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
売
主

が
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う
の
が
原
則
で
あ
り
、
黙
示
の
保
証
と
い
う
媒
介
項
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
原
則
な
い
し
出
発
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点
の
違
い
が
、
そ
れ
が
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
国
際
的
な
統
一
法
や
今
後
の
立
法
を
考
え
る
う
え
で
、
微
妙
な
影
響
を
も
た

ら
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
大
陸
法
で
は
、
売
主
が
無
過
失
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、

瑕
疵
担
保
責
任
の
本
質
な
い
し
根
拠
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
は
こ
れ
を
、
前
述
の
よ
う
に
、
危
険
負
担
の
法
理
に
求
め
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
大
陸
法
で
は
、﹁
物
の
所
有
者
が
危
険
を
負
担
す
る
﹂
︵
R
e
s
p
e
rit
d
o
m
in
o︶
と
の
原
則
が

(

)

あ
り
、
売
買
契
約
締
結
前

179

に
お
け
る
物
の
滅
失
・
損
傷
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
で
あ
る
売
主
が
そ
の
危
険
を
負
う
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
売
買
契
約

の
締
結
と
同
時
に
所
有
権
が
買
主
に
移
転
し
、
買
主
が
所
有
者
と
な
る
た
め
、
以
後
に
生
じ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
は
責
任
を
負

わ
な
い
。
た
だ
し
、
以
上
は
、
特
定
物
の
売
買
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
特
定
物
の
売
買
で
は
、
そ
の
特
定
の
時
、
す
な
わ
ち
、

引
渡
し
の
時
が
基
準
と

(

)

な
る
。

180

と
こ
ろ
で
、
危
険
負
担
は
、
売
買
の
双
務
性
、
す
な
わ
ち
、
目
的
物
の
引
渡
債
務
と
代
金
支
払
債
務
と
の
牽
連
性
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
従
来
の
法
定
責
任
説
は
、
鳩
山
博
士
の
見
解
以
降
、
無
過
失
責
任
で
あ
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
根
拠
を
、
有

償
契
約
で
あ
る
売
買
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な
責
任
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
が
、
そ
の
説
明
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
﹁
有
償
﹂
契
約
で
あ
る
こ
と
は
、
無
過
失
責
任
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、﹁
双
務
﹂
契
約
で
あ
る
こ
と
が
、
無
過
失
責
任
の

根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
同
じ
く
鳩
山
博
士
の

(

)

見
解
以
降
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
原
始
的
瑕
疵
に
関
す
る
制
度
で
あ
り
、
後
発
的
瑕
疵
に
関
す
る
制

181

度
で
あ
る
危
険
負
担
︵
民
法
五
三
四
条
以
下
︶
と
は
無
関
係
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て

(

)

い
る
。
し
か
し
、
民
法
五
三
四
条
以
下
が
規
定

182

す
る
の
は
、﹁
物
の
所
有
者
が
危
険
を
負
担
す
る
﹂
と
い
う
広
い
原
則
の
う
ち
の
、
後
発
的
不
能
の
場
合
に
お
け
る
代
金
債
務
の
帰
趨

︵
対
価
危
険
︶
の
み
を
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
繰
り
返
し
と
な

(

)

る
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
無
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と

183

の
根
拠
を
、
危
険
負
担
の
法
理
、
ひ
い
て
は
売
買
契
約
の
双
務
性
に
求
め
る
こ
と
と
、
民
法
五
三
四
条
と
は
両
立
す
る
。
た
だ
し
、
危
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険
負
担
の
債
権
者
主
義
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
論
を
ま
た

(

)

な
い
。

184

四

過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
一
元
化
を
め
ぐ
る
問
題

瑕
疵
担
保
責
任
の
本
質
が
、
危
険
負
担
の
法
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
瑕
疵
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
売
主
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由

が
な
く
て
も
、
換
言
す
れ
ば
、
瑕
疵
が
、
た
と
え
ば
天
変
地
異
な
ど
の
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
売
主
は
責

任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
か
り
に
債
務
不
履
行
責
任
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
﹁
結
果
債
務
﹂
の
概
念

を
援
用
し
、
ま
た
は
英
米
法
の
よ
う
に
そ
れ
が
過
失
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
債
務
者
の
不
可
抗
力
免
責
が
認
め
ら

れ
る
と
す
れ
ば
、
な
お
瑕
疵
担
保
責
任
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
参
考
と
な
る
の
は
、
こ
れ
も
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
国
際
動
産
売
買
統
一
法
の
免
責
規
定
︵
七
四
条
︶
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
前
述
の
よ
う
に
、
同
統
一
法
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
に
解
消
し
、
損
害
賠
償
責
任
つ
い
て
は
債
務
者
の
免
責
を

認
め
つ
つ
︵
七
四
条
一
項
︶
、
代
金
減
額
と
解
除
に
は
こ
れ
を
認
め
な
い
︵
七
四
条
三
項
︶
。
こ
の
点
は
ま
さ
に
、
英
米
法
の
制
度
と
大
陸

法
の
瑕
疵
担
保
の
制
度
の
融
合
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
英
米
法
の
論
理
に
よ
っ
て
、
一
貫
し
て
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
七
頁
。

160

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
九
頁
。

161

3

︵

︶

岡
松
参
太
郎
﹃
註
釈
民
法
理
由
︵
下
︶
債
権
編
﹄︵
有
斐
閣
書
房
、
一
八
九
七
年
︶
次
一
三
五
頁
。
な
お
、
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
八
六
頁
。

162

93

︵

︶

岡
松
・
前
掲
注
︵

︶
次
一
三
六
頁
。

163

162

︵

︶

柚
木
馨
編
﹃
注
釈
民
法
︵

︶﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
︶
二
三
九
︱
二
四
〇
頁
︹
柚
木
︺。
な
お
、
柚
木
馨
＝
高
木
多
喜
男
編
﹃
新
版
注
釈
民
法
︵

︶
﹄︵
有
斐

164

14

14

閣
、
一
九
九
三
年
︶
三
四
六
︱
三
五
二
頁
︹
柚
木
＝
高
木
︺
も
参
照
。
以
下
の
引
用
は
、
旧
版
に
よ
る
。
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︵

︶

柚
木
・
前
掲
注
︵

︶
三
一
六
頁
。

165

132

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
九
七
頁
。
な
お
、
同
八
九
頁
、
九
九
頁
注
︵

︶
参
照
。

166

3

9

︵

︶

柚
木
・
前
掲
注
︵

︶
二
四
二
頁
。

167

164

︵

︶

柚
木
・
前
掲
注
︵

︶
二
四
二
頁
。

168

164

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
八
九
頁
。

169

3

︵

︶

野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
三
八
頁
。

170

22

︵

︶

柚
木
・
前
掲
注
︵

︶
二
四
一
頁
。

171

164

︵

︶

柚
木
・
前
掲
注
︵

︶
三
一
七
頁
。

172

132

︵

︶

野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
三
八
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
︵

︶
七
頁
の
ほ
か
、
野
澤
正
充
﹁
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
︵
F
︶
︱
法
定
責
任
説
の
三
つ
の
考
え
方
﹂

173

22

155

法
律
時
報
八
〇
巻
八
号
一
〇
頁
︵
二
〇
〇
八
年
︶
参
照
。

︵

︶

北
川
・
前
掲
注
︵

︶
三
九
頁
。

174

28

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
二
二
頁
。

175

3

︵

︶

五
十
嵐
・
前
掲
注
︵

︶
一
二
二
頁
。

176

3

︵

︶

柚
木
・
前
掲
注
︵

︶
二
六
二
頁
。

177

132

︵

︶

内
田
貴
﹁
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
契
約
法
の
統
一
﹂
同
﹃
契
約
法
の
時
代
﹄︵
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
︶
二
四
九
頁
。
な
お
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ラ
ル
メ

178︵
野
澤
正
充
訳
︶﹁
法
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
﹂
立
教
法
学
七
〇
号
三
八
五
頁
︵
二
〇
〇
六
年
︶。

︵

︶

杉
山
直
治
郎
訳
﹃
仏
蘭
西
法
諺
﹄︵
日
本
比
較
法
研
究
所
、
一
九
五
一
年
︶
六
八
頁
。
な
お
、
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
一
一
八
頁
参
照
。

179

93

︵

︶

野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
三
八
頁
以
下
、
特
に
四
一
頁
お
よ
び
四
四
頁
。

180

22

︵

︶

鳩
山
博
士
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
一
一
六
頁
参
照
。

181

93

︵

︶

た
と
え
ば
、
谷
口
知
平
＝
五
十
嵐
清
編
﹃
新
版
注
釈
民
法
︵

︶﹄︵
有
斐
閣
、
補
訂
版
、
二
〇
〇
六
年
︶
六
五
七
頁
︹
甲
斐
道
太
郎
︺
。

182

13

︵

︶

野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
一
一
八
頁
。

183

93

︵

︶

野
澤
・
前
掲
注
︵

︶
一
四
頁
。

184

173

︻
付
記
︼
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
1
9
5
3
0
0
7
9︶、
お
よ
び
、
全
国
銀
行
学
術
研
究

振
興
財
団
の
助
成
金
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
ま
す
。
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