
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

一

契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除

─
買
主
の
故
意
行
為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
が
売
主
負
担
と
な
る
余
地

─

野

　
　中

　
　貴

　
　弘

Ⅰ
　
序
　
論

　
１
　
問
題
の
所
在

　
２
　
考
察
の
手
法

　
　
⑴
　
ド
イ
ツ
の
特
別
規
定

　
　
⑵
　
買
主
負
担
説
と
そ
れ
へ
の
批
判

　
　
⑶
　
売
主
負
担
の
実
質
的
根
拠
の
探
求

Ⅱ
　
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
す
る
根
拠

　
１
　
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
立
法
趣
旨

　
　
⑴
　
偶
然
滅
失
と
の
同
視
と
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
〇
条
の
根
拠

論
　
説

）
一
（
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二

　
　
⑵
　
以
後
の
議
論
整
理
の
視
点

　
２
　
解
除
権
者
の
置
か
れ
た
状
況
へ
の
着
目

　
　
⑴
　
解
除
権
放
棄
意
思
の
不
存
在

　
　
⑵
　
権
利
認
識
と
権
利
喪
失
の
同
時
到
来
の
不
当
性

　
　
⑶
　
履
行
承
認
・
矛
盾
挙
動
の
不
存
在

　
　
⑷
　
自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護

　
３
　
瑕
疵
（
売
主
の
義
務
違
反
）
と
の
因
果
関
係
へ
の
着
目

　
　
⑴
　
具
体
的
因
果
関
係
〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
ま
た
は
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
の
存
在

　
　
⑵
　
仮
定
的
因
果
関
係
〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
の
存
在

　
４
　
我
が
国
に
お
け
る
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
の
配
分

Ⅲ
　
加
工
・
改
造
物
の
帰
属
と
清
算

　
１
　
総
　
論

　
２
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況

　
　
⑴
　
債
務
法
改
正
前

　
　
⑵
　
債
務
法
改
正
後

　
３
　
我
が
国
に
お
け
る
加
工
・
改
造
物
の
帰
属
と
清
算

Ⅳ
　
結
　
論

）
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三

Ⅰ
　
序
　
論

１
　
問
題
の
所
在

売
買
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
買
主
が
、
自
ら
の
意
思
で

0

0

0

0

0

0

こ
の
物
を
元
の
形
で
返
還
で
き
な
い
状
態
に
し
た
後
、
契
約
不
適
合
を
発

見
し
、
契
約
を
解
除
し
た
場
合
を
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
返
還
債
務
者
で
あ
る
買
主
の
故
意
行
為
に
よ
り
生
じ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

原
物
返
還
不
能
の
リ
ス

ク
は
、
原
状
回
復
に
お
い
て
い
か
に
配
分
さ
れ
る
べ
き
か
。
買
主
の
故
意
行
為
と
し
て
は
目
的
物
の
消
費
行
為
や
譲
渡
行
為
も
あ
る
が
、

本
稿
で
は
加
工
・
改
造
行
為
を
と
り
あ
げ
る
。
た
と
え
ば
、
ゴ
ム
パ
ッ
キ
ン
に
加
工
す
る
目
的
で
ゴ
ム
を
購
入
し
た
買
主
が
、
加
工
後
に

パ
ッ
キ
ン
の
負
荷
テ
ス
ト
を
し
た
と
こ
ろ
、
買
主
の
使
用
目
的
に
耐
え
な
い
強
度
で
あ
る
こ
と
（
品
質
の
契
約
不
適
合
）
が
判
明
し
、
ゴ
ム

の
売
買
契
約
を
解
除
し
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
（
１
）

。
こ
の
事
例
を
本
稿
で
「
冒
頭
事
例
」
と
呼
ぼ
う
。
実
際
に
生
じ
る
事
例
と
し
て
は
、
こ

の
ほ
か
に
も
、
木
材
を
購
入
後
に
加
工
し
て
み
て
初
め
て
欠
陥
に
気
づ
き
、
契
約
の
解
除
に
至
る
と
い
う
事
態
も
想
定
で
き
る
。

周
知
の
と
お
り
、
買
主
が
受
領
物
を
加
工
・
改
造
し
た
場
合
、
日
本
民
法
五
四
八
条
の
解
除
権
の
消
滅
の
規
定
が
適
用
さ
れ
う
る
。

二
〇
一
七
年
改
正
前
民
法
五
四
八
条
一
項
は
、「
解
除
権
を
有
す
る
者
が
…
加
工
若
し
く
は
改
造
に
よ
っ
て
こ
れ
を
他
の
種
類
の
物
に
変

え
た
と
き
は
、
解
除
権
は
、
消
滅
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
た
。
同
規
定
の
要
件
と
し
て
、
解
除
権
を
有
す
る
者
の
解
除
原
因
の
認
識
は

要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
事
例
に
あ
っ
て
も
、
当
該
「
加
工
若
し
く
は
改
造
に
よ
っ
て
こ
れ
を
他
の
種
類
の
物
に
変
え

た
と
き
」
に
は
、
同
規
定
の
適
用
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
す
る
。
つ
ま
り
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
加

工
・
改
造
に
よ
り
生
じ
た
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
買
主
に
負
わ
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
映
る（２
）

。
冒
頭
事
例
で
買
主
は
、
瑕
疵
を
理
由

と
し
た
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
（
３
）

。

）
三
（
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四

こ
れ
に
対
し
、
二
〇
一
七
年
改
正
後
の
民
法
五
四
八
条
は
、
改
正
前
五
四
八
条
二
項
を
削
除
す
る
こ
と
で
単
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
場

合
の
み
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
場
面
を
解
除
権
者
た
る
買
主
が
「
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
」
を
認
識
し
た
後
に
限
定
し
た

（
同
条
た
だ
し
書
）。
し
た
が
っ
て
、
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
際
に
買
主
が
「
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

と
き
」
に
は
解
除
権
が
消
滅
し
な
い
。
解
除
原
因
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
を
し
た
冒
頭
事
例
に
お
い
て
も
、
買
主
は
解
除
を
す
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
我
が
国
の
近
時
の
多
数
説
は
、
解
除
の
可
否
と
リ
ス
ク
負
担
と
を
切
り
離
す
（
４
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
解
除
が
認
め
ら
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
解
除
の
相
手
方
が
負
う
と
は
限
ら
な
い
。
買
主
（
返
還
債
務
者
）
が
受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合

に
は
、
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
を
負
う
の
が
原
則
で
あ
り
（
５
）

、
こ
の
例
外
は
目
的
物
の
返
還
不
能
に
つ
き
売
主
（
返
還
債
権
者
）

に
帰
責
性
が
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
６
）

。
こ
う
し
た
基
本
的
理
解
を
冒
頭
事
例
に
敷
衍
し
て
あ
て
は
め
る
と
、
買
主
の

解
除
こ
そ
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
元
の
状
態
で
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
は
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ

る
。確

か
に
、
改
正
五
四
八
条
は
、
加
工
・
改
造
行
為
が
解
除
権
認
識
前
で
あ
れ
ば
な
お
解
除
が
で
き
る
と
規
定
す
る
の
み
で
、
加
工
・
改

造
に
よ
り
元
の
形
で
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
が
誰
の
負
担
で
あ
る
の
か
を
規
定
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
形
で

加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
に
加
工
・
改
造
前
の
受
領
物
の
価
値
を
償
還
さ
せ
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
正
当
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
改
正
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
の
限
定
が
付
さ
れ
た
契
機
は
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整

理
」（
以
下
「
中
間
論
点
整
理
」
と
い
う
）
で
の
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
あ
る
（
７
）

。

）
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五

４
　
解
除
権
者
の
行
為
等
に
よ
る
解
除
権
の
消
滅
（
民
法
第
五
四
八
条
）

解
除
権
者
が
解
除
権
の
存
在
を
知
ら
ず
に
契
約
の
目
的
物
を
加
工
又
は
改
造
し
た
場
合
で
も
解
除
権
は
消
滅
す
る
と
規
定
す
る
民

法
第
五
四
八
条
に
関
し
て
は
、
解
除
権
者
が
解
除
権
の
存
在
を
知
ら
ず
に
契
約
の
目
的
物
を
加
工
又
は
改
造
し
た
場
合
に
は
解
除
権

は
消
滅
し
な
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
当
否
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
し
て
は
ど
う

か
。

そ
の
後
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」（
以
下
「
中
間
試
案
」
と
い
う
）
で
は
、
五
四
八
条
自
体
の
削
除
が
提
案
さ

れ
（
８
）

、
中
間
試
案
に
付
さ
れ
た
「
概
要
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。

本
文
⑵
（
引
用
者
注
：
五
四
八
条
に
つ
い
て
の
提
案
）
は
、
民
法
第
五
四
八
条
を
削
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
の
規
律
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
、
売
買
契
約
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
買
主
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
ま
ま
加
工
等
し
た
と
き
に
も
解
除
権
が
消
滅
す

る
な
ど
、
そ
の
帰
結
が
妥
当
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
解
除
権
者
が
同
条
第
一
項
の
要
件
を
満
た
す
加
工

等
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
目
的
物
の
価
額
返
還
に
よ
る
原
状
回
復
（
前
記
３
）
で
処
理
を
す
れ
ば
足
り
る
か
ら
、
解
除
権
を
否
定

す
る
ま
で
の
必
要
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
本
文
⑵
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
中
間
論
点
整
理
で
紹
介
さ
れ
た
「
考
え
方
」
や
中
間
試
案
の
概
要
の
前
半
部
分

0

0

0

0

で
挙
げ
ら
れ
た
「
指
摘
」
は
、「
加
工
・
改

造
の
リ
ス
ク
は
あ
く
ま
で
買
主
負
担
で
あ
ろ
う
と
も
、
解
除
自
体
を
奪
う
必
要
は
な
い
と
の
指
摘
」
と
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。
買
主
は

）
五
（
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六

解
除
こ
そ
で
き
る
も
の
の
、
原
物
の
返
還
が
で
き
な
い
以
上
、
契
約
不
適
合
物
（
瑕
疵
物
）
と
し
て
の
価
値
の
償
還
を
義
務
づ
け
ら
れ
る

と
い
う
理
解
で
あ
る
。
事
実
、
法
制
審
議
会
で
は
こ
の
よ
う
な
理
解
も
主
張
さ
れ
（
10
）

、
そ
の
後
も
中
間
試
案
の
右
記
述
を
こ
の
よ
う
に
理
解

す
る
も
の
が
あ
る
（
11
）

。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
妥
当
と
す
る
な
ら
ば
、
買
主
の
解
除
を
認
め
ず
と
も
、
契
約
適
合
物
と
契
約
不
適
合
物
（
瑕
疵
物
）
と

の
差
額
分
の
損
害
賠
償
請
求
や
代
金
減
額
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
足
り
る
は
ず
で
あ
る
（
12
）

。
中
間
論
点
整
理
で
の
問
題
提
起
や
中
間
試
案
の

概
要
に
お
け
る
前
半
部
分
の
指
摘
に
は
、
解
除
原
因
認
識
前
に
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
に
契
約
の
解
除
を
認
め
、
さ
ら
に
原
物
返
還
不

能
リ
ス
ク
か
ら
も
買
主
を
免
責
す
べ
き
と
の
価
値
判
断
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

筆
者
は
、
以
前
、
買
主
の
許
で
生
じ
た
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
・
損
傷
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
、
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

が
重
要
な
要
素
に
な
る
と
論
じ
た
（
13
）

。
確
か
に
、
加
工
・
改
造
行
為
は
、
そ
れ
に
よ
り
原
物
返
還
不
能
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
な

さ
れ
る
故
意
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
解
除
原
因
認
識
前
の
買
主
は
、
受
領
物
が
自
己
の
物
で
あ
る
と
信
じ
て
加
工
・
改
造
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
と
き
、
買
主
が
自
ら
の
意
思
で

加
工
・
改
造
を
し
た
と
は
い
え
、
原
状
回
復
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
り
、
こ
の
買
主
を
責
め
、
元
の
ま
ま
に
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
を
買

主
に
負
わ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
五
四
八
条
が
解
除
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
全
面
的
に
規
定
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ

と
に
は
無
理
が
あ
る
も
の
の
、
同
条
に
新
設
さ
れ
た
た
だ
し
書
は
、
単
に
解
除
の
可
否
に
影
響
す
る
の
み
で
な
く
、
解
除
原
因
の
認
識
の

有
無
こ
そ
が
最
終
的
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
重
要
な
要
素
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問

題
意
識
の
も
と
に
、
解
除
原
因
認
識
前
の
買
主
の
加
工
・
改
造
行
為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
配
分
を
検
討
す
る
。

）
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

七

２
　
考
察
の
手
法

⑴

　ド
イ
ツ
の
特
別
規
定

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
の
改
正
前
五
四
八
条
を
起
草
す
る
に
あ
た
っ
て
範
と
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
法
（
草
案
）
に
お
い
て
は
、
加
工
・
改
造

の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
が
存
在
す
る
。
一
八
九
六
年
制
定
の
ド
イ
ツ
民
法
（
14
）

は
、
解
除
の
可
否
に
よ
る

リ
ス
ク
配
分
体
系
の
も
と
で
、
加
工
（V

erarbeitung

）・
改
造
（U
m
gestaltung

）
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
な
っ
た
場
合
に
瑕
疵
担
保
解

除
を
原
則
的
に
排
除
し
つ
つ
（
旧
四
六
七
条
一
文
前
段
、
旧
三
五
二
条
）、
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
は
例
外
的
に
瑕
疵
担

保
解
除
を
許
容
し
て
い
た
（
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
（
15
））。

ま
た
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
民
法
（
16
）

で
は
、
価
額
償
還
義
務
の

有
無
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
体
系
の
も
と
で
、
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
原
則
と
し
て
返
還
債
務
者
に
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額

償
還
義
務
を
負
わ
せ
つ
つ
も
（
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
）、
同
じ
く
加
工
・
改
造
の
際
に
瑕
疵
が
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
は
例
外
的
に
こ

の
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
す
る
と
し
（
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
）、
残
存
す
る
利
得
の
返
還
で
足
り
る
と
規
定
す
る
（
三
四
六
条
三
項
二
文
）。

ド
イ
ツ
で
は
、
民
法
制
定
以
来
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
お
よ
び
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
に
よ
り
、
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
に
よ

る
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
を
免
責
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

⑵

　買
主
負
担
説
と
そ
れ
へ
の
批
判

ア

　買
主
負
担
を
志
向
す
る
学
説
の
存
在

た
だ
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
う
し
た
規
定
が
あ
り
な
が
ら
も
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
な
お
買
主
負
担
と
理
解
し
よ

う
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
あ
く
ま
で
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
消
滅
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
の
み
で
あ
り
、

）
七
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八

加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
語
っ
て
お
ら
ず
、
解
除
こ
そ
で
き
る
も
の
の
、
買
主
が
こ
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と

も
あ
り
得
る
と
の
理
解
で
あ
る
（
17
）

。
ま
た
、
債
務
法
現
代
化
法
の
も
と
で
も
、
三
四
六
条
三
項
二
文
が
規
定
す
る
残
存
利
得
の
返
還
義
務
の

解
釈
を
通
じ
て
、
な
お
右
リ
ス
ク
を
買
主
に
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
エ
ル
ン
ス

ト
は
、
三
四
六
条
三
項
二
文
が
残
存
利
得
の
返
還
と
い
う
形
で
不
当
利
得
法
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
が
認

め
ら
れ
る
場
合
を
、
滅
失
・
損
傷
が
債
権
者
（
売
主
）
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
ケ
ー
ス
（
三
四
六
条
三
項
一
文
二
号
後
段
）
と
、

滅
失
・
損
傷
が
物
の
瑕
疵
に
起
因
す
る
ケ
ー
ス
（
同
号
前
段
の
う
ち
の
一
類
型
）
と
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
（
18
）

、
返
還
債
務
者
は
、
ド
イ
ツ

民
法
八
一
八
条
二
項
と
結
び
付
い
た
三
四
六
条
三
項
二
文
に
従
っ
て
受
領
物
の
価
額
償
還
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
説
く
。
こ
う
し
た
エ
ル

ン
ス
ト
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
の
リ
ス
ク
は
買
主
が
負
う
こ
と
に
な
り
う
る
（
19
）

。

こ
う
し
た
方
向
で
の
議
論
は
、
決
し
て
こ
こ
数
十
年
の
議
論
に
限
ら
れ
な
い
。
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
解
除
訴
権
で
は
、
売
買

の
対
象
が
奴
隷
あ
る
い
は
家
畜
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
か
、
買
主
が
受
領
物
を
加
工
・
改
造
し
た
場
面
が
現
れ
な
い
（
20
）

。
も
っ
と
も
、
奴

隷
や
奴
隷
の
使
用
収
益
を
譲
渡
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
で
は
、
買
主
が
奴
隷
を
買
い
戻

し
、
質
か
ら
解
放
し
た
後
に
瑕
疵
担
保
解
除
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
七
法
文
で
は
、
買
主
が

奴
隷
を
解
放
し
た
場
合
、
売
買
解
除
請
求
訴
権
も
減
額
訴
権
も
認
め
ら
れ
な
い
と
ラ
ベ
オ
が
主
張
す
る
旨
記
さ
れ
る
（
21
）

。
こ
こ
で
は
、
買
主

が
譲
渡
や
解
放
を
す
る
に
あ
た
り
奴
隷
の
疾
病
や
瑕
疵
等
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
自
ら
の
故
意
行
為
に
よ
り
売
買
目
的
物
が

返
還
で
き
な
い
以
上
、
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
な
い
（
＝
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す
る
）
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
い
て
も
、
加
工
・
改
造
の
程
度
に
着
目
し
、
受
領
物
を
元
の
形
で
返
還
で
き
る
か
否
か
を
基

準
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
物
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
（
22
）

、
こ
れ
に
よ
り
受
領
物
が
新

）
八
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九

し
い
物
と
な
っ
た
の
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
す
べ
き
だ
と
論
じ
た
。
新
し
い
物
に
変
更
さ
れ
た
場
合
、
た
と
え
ば
ビ
ー
ル
醸
造
所
が
住
宅

用
建
物
へ
改
造
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
前
述
の
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
し
、
買
主
が

そ
の
物
を
も
と
も
と
の
状
態
に
戻
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
瑕
疵
担
保
解
除
が
で
き
る
と
す
る
（
23
）

。
換
言
す
れ
ば
、
元
の
形
に
戻
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
も
は
や
瑕
疵
担
保
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
24
）

。
そ
れ
に
対
し
、
新
し
い
物
へ
の
改
造
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
瑕
疵
担
保
解
除
が
認
め
ら
れ
る
。
実
は
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
他
の
箇
所
で
一
八
六
一
年
の
一
般
ド
イ
ツ
商
法
典
（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｇ
Ｂ
）

三
四
七
条
の
検
査
通
知
義
務
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
瑕
疵
は
加
工
や
使
用
の
際
に
初
め
て
発
見
さ
れ
う
る
実
態
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
こ
の
実
態
を
あ
く
ま
で
検
査
通
知
義
務
の
問
題
と
し
て
理
解
し
、
瑕
疵
担
保
解
除
権
行
使
の

可
否
に
は
影
響
し
な
い
も
の
と
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
25
）

。

こ
う
し
た
普
通
法
学
説
の
理
解
は
、
一
八
六
〇
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
三
二
四
条
は
、

元
の
形
で
返
還
で
き
な
い
程
度
に
購
入
物
が
加
工
・
改
造
さ
れ
た
場
合
、
買
主
の
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
ず
、
売
買
代
金
の
減
額
の
み
を

認
め
て
い
た
（
26
）

。

こ
の
よ
う
に
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
場
合
に
も
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す
る
見
解
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定

前
か
ら
存
在
し
、
規
定
制
定
後
も
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

イ

　買
主
負
担
説
へ
の
法
体
系
的
観
点
か
ら
の
批
判

し
か
し
、
こ
う
し
た
法
解
釈
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
体
系
を
意
識
し
た
観
点
か
ら
の
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。
債
務
法
改
正
前
の
ド

イ
ツ
解
除
効
果
規
定
は
、
解
除
の
可
否
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
を
す
る
体
系
で
あ
り
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
そ
の
体
系
の
も
と
で
瑕
疵

）
九
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一
〇

を
知
ら
ず
に
改
造
を
し
た
買
主
に
例
外
的
に
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
た
。
こ
う
し
た
法
体
系
か
ら
す
れ
ば
、
例
外
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場

合
、
改
造
の
リ
ス
ク
は
売
主
負
担
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
加
工
・
改
造
に

よ
り
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
た
う
え
で
加
工
・
改
造
を
し
た
と
き
に
限
ら
れ
る
と
し
、
瑕
疵
発
見
前

に
加
工
・
改
造
し
た
買
主
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
売
主
は
買
主
に
対
し
て
売
買
目
的
物
の
価
額
償
還
を
請
求
し
え

な
い
と
す
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
フ
ー
バ
ー
は
、
こ
こ
で
買
主
の
価
額
償
還
義
務
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
買
主
は
実
質
的
に
は
代
金
減
額

権
を
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
う
し
た
帰
結
は
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
フ
ー
バ
ー
は
、
解
除
の
効
果
と
し
て
、
解
除
効
果
規
定
の
ほ
か
に
不
当
利
得
の
効
果
規
定
を
持
ち
出
し
て
価
額
償
還
義
務
を
認

め
る
こ
と
に
も
反
対
し
た
（
27
）

。

ま
た
、
改
正
後
に
三
四
六
条
三
項
二
文
の
解
釈
を
通
し
て
買
主
負
担
を
導
く
見
解
に
対
し
て
も
批
判
が
向
け
ら
れ
る
（
28
）

。
右
に
見
た
エ
ル

ン
ス
ト
の
理
解
は
、
自
身
も
明
示
的
に
援
用
す
る
フ
ル
ー
メ
の
理
論
の
ほ
か
、
買
主
（
返
還
債
務
者
）
の
「
自
由
な
行
為
」
や
「
滅
失
・

損
傷
の
危
険
を
高
め
る
ふ
る
ま
い
」
が
あ
れ
ば
旧
三
五
一
条
の
「
過
失
」
要
件
を
満
た
す
と
し
て
解
除
権
排
除
を
導
い
て
い
た
有
力
説
に

近
い
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
改
正
前
の
有
力
説
は
、
債
務
法
改
正
過
程
に
お
い
て
少
な
く
と
も
草
案
理
由
書
に
よ
り
、
困
難
な
境
界
設

定
問
題
を
生
む
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
た
（
29
）

。
解
除
に
よ
る
危
険
の
跳
ね
戻
り
（
売
主
へ
の
転
嫁
）
は
全
面
的
に
不
当
な
わ
け
で
は
な
く
、

三
四
六
条
三
項
一
文
各
号
に
掲
げ
た
ケ
ー
ス
に
限
っ
て
は
な
お
正
当
化
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
項
一
文
各
号
に
よ
り
価
額
償
還

義
務
が
消
滅
す
る
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
項
二
文
に
よ
り
受
領
物
の
価
額
償
還
義
務
を
再
度
導
く
こ
と
は
、
三
項
一
文
が
し
た

価
値
判
断
に
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
と
さ
れ
る
（
30
）

。

）
一
一
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⑶

　売
主
負
担
の
実
質
的
根
拠
の
探
求

も
っ
と
も
、
買
主
負
担
説
へ
の
こ
う
し
た
批
判
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
法
体
系
や
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
に
つ
い
て
特
別
規
定
が
あ

る
こ
と
を
論
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
特
有
の
議
論
と
評
し
得
る
。
こ
の
点
で
状
況
の
異
な
る
我
が
国
で
こ
の
問
題
を
検
討
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
⑵
イ
で
紹
介
し
た
議
論
の
詳
細
で
は
な
く
、
売
主
負
担
と
す
る
よ
り
実
質
的
な
論
拠
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
売
主
負
担

の
実
質
的
根
拠
こ
そ
が
我
が
国
で
の
解
釈
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
買
主
の
加
工
・
改
造
行
為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
配
分
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
れ
が
い
か
な
る
実
質
的
論
拠
か
ら
売
主
負
担
と
さ
れ
て
き
た
の
か
に
着
目
し
た
い
。
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
で
は
、
偶
然

滅
失
の
危
険
を
解
除
の
相
手
方
た
る
売
主
に
負
担
さ
せ
る
旧
三
五
〇
条
に
批
判
が
向
け
ら
れ
、
広
く
買
主
負
担
を
志
向
す
る
見
解
が
有
力

に
な
っ
て
い
っ
た
（
31
）

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主

の
負
担
と
解
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
論
拠
は
一
つ
で
な
く
、
様
々
主
張
さ
れ
て
き
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
の
差
異
や
是
非

は
ド
イ
ツ
で
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
本
稿
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
論
拠
の
説
得
力
に
つ
い
て
そ
の
都
度
吟
味
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
右
の
リ
ス
ク
配
分
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。

）
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

一
二

Ⅱ
　
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
す
る
根
拠

１
　
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
立
法
趣
旨

⑴

　偶
然
滅
失
と
の
同
視
と
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
〇
条
の
根
拠

ま
ず
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
制
定
過
程
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
元
を
辿
れ
ば
、

フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
に
よ
る
「
契
約
に
基
づ
く
権
利
お
よ
び
義
務
」
と
題
す
る
部
分
草
案
二
〇
号
の
三
二
条
に
由
来
す
る
（
二
二
条
以

下
で
「
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責
任
」
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
）。
部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
32
）

。

部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
　
物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の

物
を
加
工
や
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
作
り
変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解

除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の

改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
は
一
八
八
二
年
五
月
二
二
日
の
第
九
一
回
会
議
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
た
場
合

の
規
律
に
つ
い
て
は
、
部
分
草
案
に
付
け
足
す
形
で
の
提
案
、
す
な
わ
ち
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
物
に
代
え
て
、
そ
の
物
が
な
お
現

存
す
る
限
り
で
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
改
造
の
際
に
消
費
し
た
も
の
（V

erbrauchte

）
が
賠
償
さ
れ
（ersetzen

）
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
そ
の
後
否
決
さ
れ
る
。
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
第
一
委
員
会
で
は
、
次
の
こ

）
一
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

一
三

と
が
前
提
と
さ
れ
た
（
33
）

。
す
な
わ
ち
、
加
工
（S

pezifikation （34
））

は
物
の
滅
失
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
行
え
ば
瑕

疵
担
保
解
除
権
を
喪
失
す
る
。
も
っ
と
も
、
瑕
疵
が
加
工
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き
に
は
、
例
外
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
場
合
の
加
工
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、（
旧
三
五
〇
条
・
第
一
草
案
四
二
九
条
に
お
い
て
解
除
の
相
手
方
（
売
主
）
負
担
と
さ
れ
る
）
偶
然

0

0

（kasuell

）
の0

滅
失
と
同
じ
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
第
一
委
員
会
は
以
上
の
論
理
で
も
っ
て
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
解
除
権
が
排
除

さ
れ
る
の
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
と
き
に
は
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
を
許
容
す
る
例
外
を
説
明

し
て
い
た
（
加
工
物
の
帰
属
に
関
す
る
審
議
内
容
に
つ
い
て
は
Ⅲ
章
２
節
⑴
に
て
と
り
あ
げ
る
（
35
））。

こ
う
し
た
論
理
は
第
一
草
案
理
由
書
で
も
繰
り

返
し
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
36
）

、
偶
然
滅
失
と
の
類
似
性
か
ら
瑕
疵
担
保
解
除
が
許
容
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
す
る
と
、
解
除
権
者
た
る
買
主
の
許
で
の
偶
然
滅
失
リ
ス
ク
に
つ
き
、
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
の
負
担
と
し
て
い
た
旧

三
五
〇
条
・
第
一
草
案
四
二
九
条
が
、
立
法
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
正
当
化
さ
れ
た
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
こ

の
点
は
、
既
に
我
が
国
に
お
い
て
も
本
田
純
一
お
よ
び
小
野
秀
誠
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
田
は
、
第
一
草
案
四
二
九
条
に
関
す
る

議
論
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
（
37
）

。

多
数
意
見
は
、m
ortuus redhibetur

の
法
諺
を
よ
り
強
力
な
も
の
と
考
え
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
法
政
策
的
な
意
味
を
積
極
的
に
問
わ

な
か
っ
た
。
た
だ
、
多
数
意
見
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
実
質
的
な
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
買
主
は
瑕
疵

の
存
在
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
売
主
は
瑕
疵
の
付
着
し
た
物
を
売
る
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
古
く
か
ら
の
制
裁
思
想
、
第
三
に
、
物
の
滅
失
は
、
物
の
瑕
疵
自
身
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
蓋
然
性
が
強
い
と
い
う
こ

と
、
で
あ
る
。

）
一
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

一
四

小
野
も
ま
た
、「
買
主
は
、
契
約
が
な
か
っ
た
の
と
同
じ
状
態
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
論
拠
こ
そ
が
、
解
除
権
の
存
続

（
売
主
の
負
担
）
の
「
実
質
的
な
理
由
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、「
担
保
責
任
の
重
視
」
に
帰
着
す
る
と
分
析
し

て
い
る
（
38
）

。

た
だ
し
、
旧
三
五
〇
条
の
正
当
化
根
拠
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
た
う
え
で
、
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
は
偶
然

滅
失
と
同
視
で
き
る
と
い
う
立
法
過
程
で
の
議
論
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
ま
ず
、
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現

れ
た
場
合
を
偶
然
滅
失
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
理
由
は
何
か
。
立
法
過
程
で
は
こ
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
旧
三
五
〇
条
の

正
当
化
根
拠
を
右
の
よ
う
に
捉
え
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
を
偶
然
滅
失
と
同
視
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
来
買
主
が
免

責
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
範
囲
は
加
工
・
改
造
に
と
ど
ま
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
改
造

に
限
定
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑵

　以
後
の
議
論
整
理
の
視
点

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
旧
三
五
〇
条
の
正
当
化
根
拠
は
、
偶
然
滅
失
が
生
じ
た
際
の
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
へ
の
着
目
と
、
売
主
が
瑕
疵

物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
へ
の
着
目
と
を
含
む
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
買
主
が
契
約
締
結
時
お
よ
び
受
領
物
の
利
用
行
為
時
に
お
い
て

瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
買
主
の
免
責
を
認
め
る
点
で
、
当
該
行
為
時
に
お
け
る
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
に
着
目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し

て
い
る
。
他
方
、
売
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
売
っ
た
こ
と
へ
の
着
目
や
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
と
の
論

理
は
、
生
じ
た
リ
ス
ク
を
瑕
疵

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
改
正
後
で
は
売
主
の
義
務
違
反

0

0

0

0

0

0

0

）
と
結
び
つ
け
る
論
理

0

0

0

0

0

0

0

0

と
評
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
次
の
第
２
節
で
は
、
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
に
着
目
し
て
買
主
の
免
責
を
根
拠
づ
け
る
見
解
を
紹

）
一
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

一
五

介
し
、
分
析
を
加
え
て
い
こ
う
。

２
　
解
除
権
者
の
置
か
れ
た
状
況
へ
の
着
目

⑴

　解
除
権
放
棄
意
思
の
不
存
在

瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
で
あ
れ
ば
特
別
扱
い
が
必
要
で
あ
る
と
の
理
解
は
、
遅
く
と
も
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
中
に
見
出

さ
れ
る
。
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
は
、
一
八
三
八
年
、
前
述
の
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
七
法
文
を
引
用
し
、「
瑕
疵
担
保
解
除
や
代
金

減
額
の
請
求
権
は
、
買
主
が
購
入
物
を
破
壊
し
、
費
消
し
、
加
工
し
、
あ
る
い
は
買
主
が
そ
の
物
を
再
び
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

形
で
転
売
し
た
り
、
そ
の
他
の
方
法
で
以
前
の
状
態
に
戻
す
こ
と
が
で
き
な
く
し
た
と
き
に
、
消
滅
す
る
」
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、

「
上
述
の
ル
ー
ル
は
、
商
品
の
隠
れ
た
瑕
疵
が
加
工
を
通
し
て
初
め
て
気
づ
か
れ
得
た
と
き
に
は
、
例
外
を
許
容
す
る
」
と
説
い
た
（
39
）

。
ト

ラ
イ
チ
ュ
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
売
主
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
か
代
金
減
額
か
と
い
う
買
主
の
選
択
に
応
じ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

買
主
が
瑕
疵
担
保
解
除
を
選
ん
だ
場
合
、
こ
の
解
除
は
未
加
工
部
分
だ
け
で
な
く
加
工
部
分
に
も
及
び
、
売
主
は
こ
こ
で
買
主
が
加
工
の

た
め
に
支
出
し
た
費
用
や
買
主
が
受
け
て
し
か
る
べ
き
報
酬
を
も
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
理
解
は
、
一
八
六
三
年
の
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
お
よ
び
一
八
六
六
年
の
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
お
け
る
明
文
規
定
に
も
表
れ
て
い

る
。
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
九
一
八
条
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
40
）

。

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
九
一
八
条
　
物
の
取
得
者
は
、
そ
の
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
の
結
果
あ
る
い
は
偶
然
の
事
情
に
よ
り
物
が
滅
失
し
た
た

め
に
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
も
、
契
約
の
破
棄
（A

ufhebung
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

）
一
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

一
六

取
得
者
は
、
な
お
手
許
に
存
在
す
る
も
の
を
返
還
し
、
か
つ
、
譲
渡
人
の
債
務
が
依
然
と
し
て
存
続
す
る
間
、
そ
の
物
の
滅
失
に
至
る
ま

で
に
得
た
果
実
あ
る
い
は
自
身
の
過
失
に
よ
り
得
ら
れ
な
か
っ
た
果
実
を
償
還
す
る
。
取
得
者
が
物
を
任
意
に
処
分
し
た
こ
と
で
そ
れ
を

再
び
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
ま
た
は
改
造
に
よ
り
他
の
物
に
な
り
、
も
し
く
は
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
に
、
取
得
者

が
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合
に
は
、
取
得
者
は
、
契
約
の
破
棄
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
反
対
給
付
の
減
額
の
み
を
要
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
改
造
の
場
合
に
お
い
て
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
改
造
の
際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
の
破

棄
が
許
容
さ
れ
る
。

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
　
物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
任
意
に
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得

者
が
そ
の
物
を
他
の
種
類
の
物
に
作
り
変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
物
の
改
造
の

際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
九
一
八
条
最
終
文
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
た
だ
し
書
に
は
同
内
容
の
規
則
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

内
容
は
先
に
見
た
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
の
部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
た
だ
し
書
、
ひ
い
て
は
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
や
三
四
六
条
三
項

一
文
一
号
の
内
容
と
一
致
す
る
。
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
作
成
に
か
か
わ
る
委
員
会
構
成
員
で
あ
り
（
41
）

、
右
部
分

草
案
の
作
成
に
あ
た
っ
て
も
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
規
定
内
容
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
想
像
に
余
り
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
を
特
別
扱
い
す
る
根
拠
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
た
か
。
買
主
の
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
、
売

）
一
六
（
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主
負
担
と
す
る
議
論
の
端
緒
は
、〈
買
主
に
よ
る
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
が
な
い

0

0

0

0

0

〉
と
の
論
理
か
ら
始
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
点
、
加
工
・
改
造
の
文
脈
に
お
い
て
明
確
に
瑕
疵
の
知
・
不
知
に
よ
る
区
別
の
重
要
性
を
説
い
た
ガ
ラ
イ
ス
は
、
一
八
七
〇
年
、

〈
加
工
を
す
れ
ば
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
に
あ
た
る
〉
と
い
う
原
則
的
な
理
解
に
は
、
い
く
つ
か
の
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
ガ

ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
検
査
の
目
的
の
た
め
に
不
可
欠
な
加
工
な
ど
、
調
査
や
品
質
確
認
の
目
的
で
の
物
の
損
傷
に
つ
い
て
は
、
瑕
疵
担
保

解
除
権
の
放
棄
を
含
ん
で
い
な
い
（
42
）

。
ま
た
、
加
工
が
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
買
主
が
加
工
を
す
る
際
に
そ
の
瑕

疵
を
知
っ
て
い
た
か
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
43
）

。
す
な
わ
ち
、
ガ
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
瑕
疵

が
隠
れ
て
い
た
場
合
に
お
け
る
加
工
は
、
買
主
が
物
を
承
認
し
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
解
除
権
の
放
棄
を
帰
結
し
な
い
。

一
九
世
紀
中
葉
に
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
瑕
疵
認
識
の
有
無
が
重
視
さ
れ
、
買
主
の
自
由
な
使
用
に
よ
り
原
物
返
還
不
能
な
状
態
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
買
主
の
行
為
が
瑕
疵
認
識
後
に
な
さ
れ
た
の
で
な
い
限
り
、
瑕
疵
担
保
解
除
権
は
排
除
さ
れ
な
い
と
述
べ
る
も

の
も
あ
っ
た
（
44
）

。

こ
の
よ
う
な
普
通
法
時
代
の
学
説
・
裁
判
例
か
ら
は
、〈
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
解
除
権
放
棄
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
〉

と
の
理
解
を
前
提
に
、〈
瑕
疵
発
見
前
の
加
工
・
改
造
は
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
で
は
な
い
た
め
、
な
お
解
除
が
許
容
さ
れ
る
〉
と
の

ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
後
に
レ
ー
ザ
ー
が
、
既
に
普
通
法
時
代
に
お
い
て
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造

し
た
場
合
に
例
外
的
に
解
除
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
が
判
例
法
理
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
45
）

。

も
っ
と
も
、
買
主
に
よ
る
解
除
権
の
放
棄
が
な
け
れ
ば
売
主
負
担
と
な
る
の
は
何
故
か
。
解
除
権
の
放
棄
が
な
い
だ
け
で
、
返
還
不
能

リ
ス
ク
を
売
主
に
転
嫁
で
き
る
の
は
何
故
か
。
こ
の
時
期
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
疑
問
を
残
し
て
い
た
。

）
一
七
（
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⑵

　権
利
認
識
と
権
利
喪
失
の
同
時
到
来
の
不
当
性

そ
の
後
、
ド
イ
ツ
民
法
制
定
後
の
二
〇
世
紀
前
半
に
は
、
加
工
・
改
造
時
に
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の

根
拠
が
求
め
ら
れ
は
じ
め
た
。

当
時
の
議
論
の
起
点
は
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
約
定
解
除
権
排
除
を
規
定
し
た
旧
三
五
二
条
の
要
件
と
し
て
、
加
工
・
改
造
者
の
過
失

が
要
求
さ
れ
る
の
か
否
か
、
不
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
何
故
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
（
46
）

。
こ
の
点
、
制
定
後
の
通
説
は
、
加
工
・
改
造
に
は
過

失
が
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
（
47
）

、
旧
三
五
二
条
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
文
言
ど
お
り
過
失
が
要
件
に
な
ら
な
い
と
解
し

た
（
48
）

。
し
た
が
っ
て
、
解
除
権
者
の
相
続
人
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
仕
方
な
く
知
ら
ず
に
改
造
を
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
過
失
が
な
い
も

の
の
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
（
49
）

。

そ
れ
で
は
、
加
工
・
改
造
の
場
合
、
過
失
が
な
く
と
も
解
除
が
排
除
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
こ
の
点
で
、
当
時
、
買
主
の
任
意
の
処
分

（V
erfügung

）
が
解
除
権
に
与
え
る
影
響
を
総
合
的
に
検
討
し
、
後
の
議
論
に
影
響
を
与
え
た
コ
ン
ツ
ェ
は
、
改
造
に
よ
り
そ
の
物
が
売

主
に
と
っ
て
完
全
に
役
に
立
た
な
い
形
に
な
る
が
ゆ
え
に
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
説
く
（
50
）

。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
過
失
に
よ
り
解

除
権
の
存
否
を
判
断
す
る
旧
三
五
一
条
と
は
別
に
、
旧
三
五
二
条
を
設
け
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
51
）

。

こ
の
〈
加
工
・
改
造
に
よ
り
売
主
に
と
っ
て
完
全
に
役
に
立
た
な
い
物
に
な
る
が
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
に
よ
り
約
定
解
除
権
を
排
除
す

べ
き
〉
と
の
論
理
は
、
本
来
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
局
面
で
あ
ろ
う
と
も
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
加
工
・
改
造
時
点
で
瑕
疵
を

認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
買
主
が
瑕
疵
担
保
解
除
権
を
有
す
る

こ
と
を
認
識
す
る
と
同
時
に
こ
の
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
学
説
は
、
こ
れ
を
不
当
と
評
価
し
、
旧
四
六
七

条
一
文
後
段
の
存
在
意
義
を
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
規
定
は
、
旧
三
五
二
条
を
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
す
る
こ
と
で
買
主
に
生
じ
る

）
一
八
（
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一
九

不
当
さ
を
調
節
す
る
た
め
に
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
右
に
見
た
売
主
の
不
利
益
は
考
慮
さ
れ
な
い
と
説
か
れ
た
（
52
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
制
定
後
か
ら
し
ば
ら
く
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
根
拠
と
し
て
、（
法
定
解
除
に
お
い
て
当
時
語
ら
れ

た
よ
う
な
）〈
自
己
の
物
と
の
信
頼
〉
ま
で
は
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
（
53
）

、
買
主
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
に
着
目
し

て
い
た
（
54
）

。
も
っ
と
も
、
権
利
認
識
と
権
利
喪
失
と
が
同
時
に
到
来
す
る
こ
と
の
不
当
さ
に
着
目
す
る
当
時
の
理
解
に
は
、
瑕
疵
の
認
識
前

後
の
買
主
に
は
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
か
、
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
で
あ
れ
ば
何
故
に
免
責
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が

存
在
し
な
い
。
単
に
同
時
に
到
来
す
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
改
造
の
場
合
に
限
っ
て
規
定
し

て
い
る
こ
と
の
意
味
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

⑶

　履
行
承
認
・
矛
盾
挙
動
の
不
存
在

瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
行
為
で
あ
れ
ば
何
故
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
ひ
と
つ
の
回
答
を
与
え
る
の
が
、

履
行
承
認
や
矛
盾
挙
動
が
な
い
た
め
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
世
紀
後
半
、
旧
三
五
一
条
や
旧
三
五
二
条
が
約
定
解
除
権
を
排
除

す
る
根
拠
と
し
て
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
（
55
）

、〈
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
は
、
後

の
瑕
疵
担
保
解
除
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
先
行
行
為
と
は
い
え
な
い
〉
と
の
論
理
が
考
え
ら
れ
る
。

思
い
返
せ
ば
、
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
前
述
の
部
分
草
案
三
二
条
に
関
す
る
理
由
書
の
中
で
、
取
得
者
に
よ
る
任
意
の
処
分
が

あ
っ
た
際
に
は
、
そ
の
処
分
に
給
付
の
承
認
（B

illigung und G
enehm

igung

）
あ
る
い
は
物
の
瑕
疵
を
理
由
と
し
た
諸
請
求
権
の
放
棄

（V
erzicht

）
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
注
目
す
べ
き
と
説
い
て
い
た
（
56
）

。
こ
れ
は
、
い
ま
問
題
と
な
る
同
条
た
だ
し
書
部
分
に
つ
い
て

の
言
及
で
は
な
く
、
同
条
本
文
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
右
指
摘
か
ら
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
履
行
認
容
意
思
、
あ
る
い
は
瑕
疵
担
保
解

）
一
九
（
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二
〇

除
権
の
放
棄
意
思
と
い
う
形
で
、
あ
く
ま
で
「
意
思
」
に
着
目
し
て
リ
ス
ク
配
分
を
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
意
思
」
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
処
分
の
際
に
物
の
瑕
疵
を
知
ら
な
い
場
合
に
は
、
履
行
認
容
意
思
も
権
利
放
棄
意
思
も

欠
く
以
上
、
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
を
許
容
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
こ
こ
で
権
利
放
棄
の
部
分
に
着
目
す
れ
ば
、
前
述
の
⑴
で
見
た
の
と
同

様
の
理
解
と
な
る
が
、
履
行
認
容
意
思
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
矛
盾
挙
動
禁
止
の
視
点
か
ら
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
を
特
別

視
す
る
論
理
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
矛
盾
挙
動
と
評
価
す
る
た
め
に
は
、
瑕
疵
を
知
っ
た
う
え
で
の
行
為
で
あ
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
が
、
加
工
・
改
造
と
い
っ
た
買
主
の
手
許
で
の
行
為
に
時
系
列
的
に
先
行
す
る
、
買
主
の
受
領
行

為
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
制
定
過
程
で
の
議
論
で
あ
る
。

こ
の
点
、
債
務
法
改
正
前
の
四
六
四
条
は
、
買
主
が
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
の
瑕
疵
を
認
識
し
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

留
保
な
く
履
行
と
し
て
の
受
領

（A
nnahm

e als E
rfüllung

）
を
し
た
場
合
、
買
主
は
売
主
に
対
し
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
で
き
な
い
旨
規
定
し
て
い
た
（
57
）

。
こ
の
旧
四
六
四

条
の
存
在
意
義
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
瑕
疵
の
判
断
基
準
時
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
危
険
負
担
論
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
た
（
58
）

。
す

な
わ
ち
、
危
険
負
担
に
お
い
て
債
務
者
主
義
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
瑕
疵
の
基
準
時
が
契
約
締
結
時
か
ら
引
渡
時
に
移
行
さ
れ
る
と
、

そ
の
瑕
疵
が
買
主
に
と
っ
て
「
隠
れ
た
瑕
疵
」
で
あ
る
の
か
「
明
ら
か
な
瑕
疵
」
で
あ
る
の
か
の
基
準
は
、
ロ
ー
マ
法
原
則
の
よ
う
に
契

約
締
結
時
に
判
定
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
（
59
）

。
そ
こ
で
、
契
約
締
結
時

0

0

0

0

0

に
買
主
が
既
に
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
や
通
常
人
が
取
引
に
お

い
て
通
常
払
う
注
意
を
払
っ
て
い
た
な
ら
ば
知
り
え
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
規
律
（
旧

四
六
〇
条
）
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
の
受
領
時

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
旧
四
六
四
条
の
規
律
が
要
求
さ
れ
た
（
60
）

。
第
一
委
員
会
で
は
（
61
）

、
取
得
者
が
瑕
疵
を

知
り
つ
つ
留
保
な
く
受
領
し
た
場
合
、
解
除
権
、
代
金
減
額
権
お
よ
び
代
物
引
渡
請
求
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
評
価
す
る
の
は
自
明
で
あ
る

）
二
一
（
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二
一

と
さ
れ
、「
受
取
人
が
彼
に
履
行
目
的
で
提
供
さ
れ
た
瑕
疵
あ
る
性
状
を
有
す
る
物
を
、
彼
が
そ
の
瑕
疵
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

に
も
か
か
わ
ら
ず
留
保
な
く
履
行
と
し
て
受
領
す
る
場
合
、
そ
う
し
た
行
動
に
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
や
代
金
減
額
、
も
し
く
は
代
物
調
達

の
権
利
の
放
棄
0

0

が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
後
に
行
使
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
す
る

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
、
取
引
の
利
益
に
も

適
う
の
は
、
そ
う
し
た
権
利
の
事
後
的
追
及
を
積
極
的
な
規
定
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。」（
傍
点
・
引
用
者
）
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
（
62
）

。
買
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
受
領
す
る
に
あ
た
り
そ
の
瑕
疵
を
知
っ
て
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
「
放
棄
」
し
た

と
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
留
保
な
き
受
領
は
、
放
棄
の
意
思
表
示
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
で
の
「
権
利
の
放
棄
」
と

は
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
り
つ
つ
留
保
な
く
受
領
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
に
な
お
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
「
信
義
則

違
反
」
と
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
信
義
則
違
反
が
、「
矛
盾
挙
動
禁
止
（venire contra factum

 proprium

）」

を
意
味
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
信
義
則
違
反
な
い
し
矛
盾
挙
動
と
評

価
さ
れ
る
の
が
、
瑕
疵
を
知
っ
た
う
え
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受
領
し
た
場
合
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
に
着
目
す
る
と
、
旧
四
六
四
条
は
、
旧
四
六
〇
条
と
の
み
な
ら
ず
、
解
除
権
排
除
を
規
定
す
る
旧

三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
、
ひ
い
て
は
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
と
も
連
続
性
の
あ
る
規
定
と
し
て
理
解
さ
れ
た
よ
う
に
映
る
。
旧
四
六
〇

条
と
旧
四
六
四
条
と
の
間
に
連
続
性
が
あ
る
こ
と
は
、
右
で
見
た
旧
四
六
四
条
の
制
定
過
程
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
①
契
約
締
結
時
に
瑕

疵
を
知
っ
て
い
た
買
主
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
で
き
な
い
と
の
旧
四
六
〇
条
の
規
律
は
、
瑕
疵
を
知
り
つ
つ
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
を

先
行
行
為
と
す
る
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
の
現
れ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
②
受
領
段
階
で
働
く
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則

の
現
れ
が
、
旧
四
六
四
条
で
あ
る
。
買
主
の
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
を
規
定
す
る
旧
四
六
四
条
は
、
買
主
に
よ
る
履
行
の
「
承
認
」
や

）
二
一
（
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二
二

瑕
疵
担
保
請
求
権
の
「
放
棄
」
が
認
め
ら
れ
る
ゆ
え
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
。
承
認
と
い
う
先
行
行
為
ゆ
え
に
、
そ
の
後
に
こ
れ

と
矛
盾
す
る
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
行
使
が
禁
止
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
③
こ
れ
ら
と
似
た
構
造
を
有
す
る
の
が
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条

で
あ
っ
た
。
旧
三
五
二
条
で
は
、
受
領
物
を
自
ら
の
意
思
で
加
工
・
改
造
し
、
返
還
不
能
の
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
が
ゆ
え
に
、
以
後
、

約
定
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
物
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
行
為
を
先
行
行
為
と
し
た
矛
盾
挙
動
を
規
律
す
る
の
が

旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
前
者
二
つ
は
瑕
疵
の
認
識
を
前
提
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
で
は
解
除
原
因
の
認
識

が
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
ひ
と
く
ち
に
矛
盾
挙
動
と
い
っ
て
も
、
い
か
な
る
先
行
行
為
を
も
っ
て
矛
盾
挙
動
と
評
価
す
る
か

に
つ
い
て
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
点
で
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
で
の
有
力
学
説
の
よ
う
に
、
買
主
が
受
領

物
を
自
己
の
物
と
し
て
自
由
に
使
用
し
た
以
上
、
解
除
に
よ
る
売
主
へ
の
リ
ス
ク
転
嫁
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
れ
ば
、
旧
三
五
一

条
・
旧
三
五
二
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
の
要
件
と
し
て
は
解
除
原
因
の
認
識
が
不
要
と
も
解
し
う
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
矛
盾
挙
動
禁
止

原
則
の
現
れ
と
い
う
点
で
は
旧
四
六
〇
条
・
旧
四
六
四
条
と
共
通
す
る
も
の
の
、
先
行
行
為
に
お
い
て
解
除
原
因
の
認
識
が
不
要
と
さ
れ

る
点
で
、
契
約
締
結
時
や
目
的
物
受
領
時
の
リ
ス
ク
配
分
基
準
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
に
つ
い
て
異
な
る
理
解
も
可
能
で
あ
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
は
約

定
解
除
の
規
定
で
あ
る
と
こ
ろ
、
既
に
我
が
国
で
の
先
行
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
是
非
は
ひ
と
ま
ず
措

く
と
し
て
、
解
除
権
を
留
保
し
た
当
事
者
は
、
将
来
、
契
約
が
解
除
さ
れ
、
受
領
物
を
返
還
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
受
領
時
よ
り
、
物
を
将
来
の
返
還
に
備
え
て
注
意
深
く
取
り
扱
う
義
務
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
（
63
）

。
す
な

わ
ち
、
約
定
解
除
の
場
合
に
は
、
解
除
権
者
に
解
除
可
能
性
の
認
識
（
義
務
）
が
既
に
あ
る
と
解
す
る
が
ゆ
え
に
、
旧
三
五
一
条
・
旧

）
二
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

二
三

三
五
二
条
で
は
解
除
原
因
の
認
識
が
明
示
的
に
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、

こ
の
③
の
段
階
に
お
い
て
も
、
解
除
原
因
を
知
っ
た
う
え
で
任
意
の
処
分
を
し
た
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
行
行
為

の
際
に
解
除
原
因
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
矛
盾
挙
動
の
評
価
に
あ
た
っ
て
重
視
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
旧
三
五
二
条
を
無
条
件
に
瑕

疵
担
保
解
除
権
に
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
に
配
慮
し
た
の
が
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
（
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
初
め

て
現
れ
た
場
合
の
瑕
疵
担
保
解
除
の
例
外
的
許
容
）
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
相
当
す
る
第
一
草
案
の
規
定
は

三
八
七
条
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
、
旧
四
六
四
条
に
相
当
す
る
第
一
草
案
三
八
六
条
の
次
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
も
興
味
深
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
と
の
繋
が
り
で
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
契
約
締
結
時
や
目
的
物
受
領
時

の
リ
ス
ク
配
分
と
も
合
致
し
、
説
得
力
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
批
判
が
想
像
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
改
造
の
場
合
に
の
み
例
外
規
定
が
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
と
の
批
判
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、
買
主
の
手
許
に
移
っ
て
自
由
に
使
用
し
て
い
る
段
階
で
の
リ
ス
ク
配
分
が
、
当
然
に
契
約
締
結
時
や
受
領
時
の
そ
れ
と
同
じ
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
す
る
理
由
が
示
せ
て
い
な
い
と
の
批
判
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
契
約
締
結
時
や
受
領
時
と
は
異
な
り
、
自

由
に
使
用
す
る
に
ま
で
至
れ
ば
、
瑕
疵
認
識
前
で
あ
ろ
う
と
も
履
行
承
認
と
捉
え
、
も
は
や
売
主
に
リ
ス
ク
転
嫁
で
き
な
い
と
の
理
解
も

ま
た
あ
り
う
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑷

　自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護

二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
で
は
、
約
定
解
除
と
法
定
解
除
と
で
当
事
者
の
置
か
れ
た
状
況
が
異
な
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
、（
瑕
疵
担
保

解
除
と
区
別
さ
れ
る
）
法
定
解
除
に
お
い
て
は
買
主
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
が
意
識
さ
れ
た
。
自
己
の
物
と
の
信
頼
ゆ
え
に
、
法
定
解
除
の

）
二
三
（
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二
四

局
面
で
は
、
旧
三
二
七
条
二
文
（「
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
い
て
解
除
が
さ
れ
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
不
当
利
得

の
返
還
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
の
み
責
任
を
負
う
。」）
が
存
在
し
、
旧
三
五
〇
条
に
よ
る
危
険
の
跳
ね
戻
り
（
解
除
に
よ
る
売
主
へ
の
危
険
転

嫁
）
も
正
当
化
さ
れ
る
と
論
じ
ら
れ
た（64
）

。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
世
紀
前
半
に
は
、
こ
う
し
た
議
論
が
必
ず
し
も
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の

根
拠
論
に
は
繋
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
状
況
の
変
化
が
、
二
〇
世
紀
後
半
に
生
じ
た
。
瑕
疵
の
不
知
、
ひ
い
て
は
自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
旧

四
六
七
条
一
文
後
段
を
重
視
し
た
の
が
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。
フ
ー
バ
ー
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
、
一
般
原
則

に
関
わ
る
ル
ー
ル
で
あ
る
と
理
解
す
る
（
65
）

。
す
な
わ
ち
、
受
領
物
の
返
還
不
能
が
、
瑕
疵
自
体
か
ら
生
じ
た
場
合
、
あ
る
い
は
瑕
疵
を
認
識

で
き
な
い
状
況
か
ら
生
じ
た
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
な
い
と
の
一
般
原
則
が
あ
る
と
考
え
る
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段

は
、
こ
う
し
た
一
般
原
則
の
現
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

フ
ー
バ
ー
の
論
理
を
も
う
少
し
遡
っ
て
見
て
み
よ
う
。
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
を
規
定
す
る
旧
三
五
〇
条
に
は
、

ケ
メ
ラ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
異
な
っ
た
適
用
事
例
が
含
ま
れ
る
。
一
つ
が
、
物
の
瑕
疵
と
は
関
わ
ら
な
い
、
純
粋
な
偶
然
滅

失
の
事
例
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
、
損
傷
の
な
い
状
態
で
返
還
で
き
な
い
こ
と
が
物
が
有
す
る
瑕
疵
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
結
果
で
あ
る

事
例
で
あ
る
。
売
主
が
こ
う
し
た
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
法
律
上
の
原
則
で
あ
り
、
こ
れ
は
旧
三
五
〇
条
で
も
暗
黙

に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
を
明
示
的
に
表
現
す
る
の
が
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
な
の
で
あ
る
。
事
例
で
考
え

て
み
る
と
、
そ
の
際
に
は
二
つ
の
異
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
問
題
と
な
る
。
一
つ
目
は
、
売
却
さ
れ
た
車
の
ブ
レ
ー
キ
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
が
故

に
そ
の
車
が
交
通
事
故
に
遭
っ
て
損
傷
し
た
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
物
の
瑕
疵
が
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
物
の
滅
失
を
引
き
起
こ
す
場
面

で
あ
る
。
ワ
イ
ン
の
コ
ル
ク
の
質
が
悪
か
っ
た
た
め
に
ワ
イ
ン
が
劣
化
し
た
場
合
や
、
売
買
目
的
物
の
梱
包
方
法
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め

）
二
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

二
五

に
搬
出
過
程
で
損
傷
さ
れ
た
り
買
主
の
倉
庫
で
劣
化
し
た
場
合
な
ど
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
場
面
は
、
問
題
な
く
旧
三
五
〇
条
で
対

応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
商
品
の
滅
失
ま
た
は
損
傷
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
主
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に

対
し
、
も
う
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
、
買
主
が
購
入
物
を
加
工
し
、
そ
の
加
工
の
際
や
そ
の
後
に
至
っ
て
初
め
て
瑕
疵
を
知
っ
た
場
面
で
あ

る
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
こ
う
し
た
特
別
に
重
要
な
場
面
の
み
を
規
定
し
た
。
こ
う
し
て
フ
ー
バ
ー
は
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
ら
ず

に
し
た
行
為
の
結
果
を
売
主
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
一
般
原
則
と
ま
で
述
べ
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
そ
の
一
般
原
則
の
一
表
象
と
捉

え
た
（
66
）

。
も
っ
と
も
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
（
お
よ
び
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
）
の
制
度
趣
旨
を
フ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
理
解
し

た
場
合
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
正
当
化
根
拠
と
同
様
に
、
同
規
定
が
改
造
に
つ
い
て
の
み
規
定
す
る
意
味
が
曖
昧
と
な
る
。
フ
ー
バ
ー
の
よ

う
に
理
解
す
れ
ば
、
瑕
疵
認
識
前
の
消
費
行
為
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
瑕
疵
認
識
前
の
譲
渡
行
為
の
場
合
に
も
買
主
の
瑕
疵
担
保
解
除
が

許
容
さ
れ
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
の
負
担
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
平
仄
が
合
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
実
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
消
費
（V

erbrauch

）
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
も
類
推
適
用
さ
れ
て
き

た
（
67
）

。
債
務
法
改
正
後
も
消
費
行
為
に
類
推
適
用
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
（
68
）

。
買
主
は
売
買
物
を
返
還
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
全

な
売
買
代
金
の
返
還
を
請
求
で
き
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
譲
渡
行
為
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
で
あ
ろ

う
と
も
、
同
規
定
を
類
推
適
用
し
な
い
の
が
フ
ー
バ
ー
も
含
め
た
多
数
の
見
解
で
あ
る
（
69
）

。
ま
た
、
改
正
の
前
後
を
問
わ
ず
、
ド
イ
ツ
の
判

例
・
学
説
は
、
瑕
疵
認
識
前
で
あ
ろ
う
と
も
故
意
的
破
壊
行
為
に
よ
る
返
還
不
能
に
つ
い
て
は
買
主
の
負
担
で
あ
る
と
し
て
き
た
（
70
）

。
右
の

よ
う
な
フ
ー
バ
ー
の
制
度
趣
旨
理
解
は
、
瑕
疵
認
識
前
の
譲
渡
や
故
意
的
破
壊
行
為
に
関
す
る
議
論
と
矛
盾
す
る
お
そ
れ
を
有
す
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
を
根
拠
に
買
主
を
免
責
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
に

）
二
五
（
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二
六

お
い
て
批
判
が
向
け
ら
れ
、
我
が
国
で
も
近
時
こ
の
批
判
が
注
目
を
集
め
て
い
る
（
71
）

。
す
な
わ
ち
、
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼

は
、
自
身
の
給
付
を
最
終
的
に
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
自
覚
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
買
主
は
こ
の
自
覚
を
伴
っ
て
は
じ
め

て
受
領
物
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
の
物
と
の
信
頼
は
買
主
を
免
責
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な

い
と
の
批
判
で
あ
る
。

原
状
回
復
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
を
語
る
に
あ
た
り
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
が
重
要
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
自
体
を
根
拠
に
売
主
負
担
を
語
る
こ
と
に
は
、
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。

３
　
瑕
疵
（
売
主
の
義
務
違
反
）
と
の
因
果
関
係
へ
の
着
目

⑴

　具
体
的
因
果
関
係
〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
ま
た
は
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
の
存
在

思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
見
た
理
解
は
、
売
主
負
担
を
導
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
買
主
が
免
責
に
値
す
る
こ
と
の
み
指
摘
し
た
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
今
一
度
思
い
起
こ
さ
れ
る
べ
き
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
制
定
に
あ
た
っ
て
偶
然
滅
失
の
場
合
（
旧

三
五
〇
条
）
と
同
視
す
べ
き
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

旧
三
五
〇
条
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
た
と
お
り
、
売
主
が
瑕
疵
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
以
下
の
よ
う
に
、
瑕
疵
あ
る
い
は
売
主
が
瑕
疵
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
引
き
継
ぐ
三
四
六

条
三
項
一
文
一
号
を
説
明
す
る
見
解
が
あ
る
（
72
）

。
た
と
え
ば
、
レ
ヘ
ル
は
、
同
規
定
の
根
拠
を
、
返
還
債
権
者
（
売
主
）
が
物
の
瑕
疵
に
つ

き
帰
責
性
を
有
す
る
こ
と
に
求
め
る
（
73
）

。
ま
た
、
ベ
ニ
ッ
ケ
は
、
買
主
が
加
工
・
改
造
を
し
て
も
瑕
疵
ゆ
え
に
目
的
と
し
た
付
加
価
値
を
作

り
出
さ
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
加
工
物
も
全
体
と
し
て
価
値
が
無
い
こ
と
を
同
規
定
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
（
74
）

。
さ
ら
に
、
フ
ェ
ス

）
二
六
（
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ト
は
、
売
主
の
瑕
疵
あ
る
給
付
こ
そ
が
加
工
・
改
造
過
程
に
お
い
て
製
品
の
価
値
を
下
げ
る
原
因
で
あ
る
こ
と
に
同
規
定
の
根
拠
が
求
め

ら
れ
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
同
規
定
は
三
四
六
条
三
項
一
文
二
号
前
段
（
返
還
債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
）
の

典
型
的
場
面
と
し
て
整
理
し
得
る
と
説
く
（
75
）

。
同
じ
く
デ
ル
も
ま
た
、
瑕
疵
あ
る
給
付
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
物
に
は
価
値
が
な
い
こ
と
が
多

く
、
か
つ
目
的
と
し
た
付
加
価
値
が
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
加
工
・
改
造
物
に
価
値
が
な
い
こ
と
と
瑕
疵
と
の
間
に
は
因
果
関

係
が
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
（
76
）

。

実
は
、
こ
の
よ
う
に
〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
〉
あ
る
い
は
〈
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
を
売
主
負
担
の
根
拠
と

す
る
見
解
は
、
債
務
法
改
正
前
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
た
。
我
が
国
に
お
い
て
も
幾
度
と
な
く
参
照
さ
れ
て
き
た
ケ
メ
ラ
ー
の
論
文

に
お
い
て
で
あ
る
。
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
加
工
・
改
造
こ
そ
買
主
の
自
由
な
使
用
で
あ
り
、
彼
の
い
う
第
三
類
型
に
あ
た
り
、
瑕
疵
担

保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
、
買
主
は
代
金
減
額
請
求
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
ケ
メ
ラ
ー
も
ま
た
、
売
買
対
象
の

改
造
や
そ
の
他
の
利
用
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
よ
り
別
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
瑕

疵
ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
行
為
が
無
駄
に
な
っ
た
以
上
、
瑕
疵
が
原
因
と
な
っ
て
売
買
対
象
が
滅
失
・
損
傷
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
ケ
メ
ラ
ー
の

第
一
類
型
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
と
説
い
て
い
た
（
77
）

。

な
る
ほ
ど
、
旧
三
五
〇
条
の
法
諺
と
さ
れ
る“M

ortuus R
edhibetur ”

（
死
ん
だ
奴
隷
は
返
さ
れ
る
）
の
起
源
は
、
奴
隷
の
売
買
に
お
い

て
売
買
時
の
病
気
ゆ
え
に
奴
隷
が
死
ん
だ
事
案
を
想
定
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
（
78
）

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
旧
三
五
〇
条
と
同
視
す
べ
き
と

さ
れ
た
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
お
い
て
も
、
瑕
疵
と
の
因
果
関
係
に
着
目
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
価
値
低
下
の
原
因
が
、
加
工
・

改
造
に
あ
る
と
い
う
よ
り
瑕
疵
に
存
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
本
稿
冒
頭
事
例
に
お
い
て
、
ゴ
ム
へ
の
加
工
の
際
に
ゴ
ム

の
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
ゴ
ム
が
裂
け
た
と
い
う
場
合
に
は
、
瑕
疵
ゆ
え
に
価
値
低
下
が
生
じ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

）
二
七
（
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二
八

し
か
し
、
い
ま
配
分
を
検
討
し
て
い
る
リ
ス
ク
は
、
瑕
疵
物
と
し
て
価
値
が
減
じ
ら
れ
て
い
る
そ
の
物
が
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
加
工
・

改
造
に
よ
り
価
値
低
下
し
た
リ
ス
ク
（
＝
原
物
（
瑕
疵
物
）
返
還
不
能
リ
ス
ク
）
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
仮
に
〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
〉

を
根
拠
と
す
る
場
合
、
加
工
・
改
造
が
瑕
疵
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
同
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
余
地
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
木
材
へ
の
加
工
の
ケ
ー
ス
で
、
当
事
者
が
想
定
し
た
以
上
に
節
が
存
在
し
、
当
該
木
材
で
は
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い
場

合
の
価
値
低
下
は
、
木
材
を
買
主
の
使
用
目
的
に
沿
っ
た
サ
イ
ズ
に
切
断
す
る
等
の
加
工
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
こ
の
加
工
の
場
合
の
価
値
低
下
は
、
瑕
疵
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
瑕
疵
が
原
因
で
の
価
値
低
下
を
狭
く
捉
え

る
と
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
や
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
の
適
用
範
囲
が
狭
く
な
る
余
地
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
瑕
疵
と
因
果
関
係

の
な
い
目
的
物
の
価
値
の
減
少
・
消
失
事
例
が
同
規
定
の
射
程
に
収
ま
ら
な
い
難
点
を
有
す
る
。
我
が
国
で
は
、
民
法
（
債
権
関
係
）
改

正
に
よ
り
、
契
約
不
適
合
に
は
品
質
の
不
適
合
の
他
に
種
類
の
不
適
合
も
含
ま
れ
た
。
異
種
物
の
引
渡
し
が
な
さ
れ
、
加
工
・
改
造
の
際

に
不
適
合
が
現
れ
た
場
合
、
異
種
物
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
物
の
価
値
が
低
下
す
る
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
も
想
定

し
た
と
き
、
契
約
不
適
合
に
よ
る
価
値
低
下
を
売
主
負
担
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
〉
で
は
な
く
、〈
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
を
根
拠
と
す
る
と
、
右
の
木

材
加
工
の
ケ
ー
ス
で
も
同
規
定
の
適
用
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
右
の
ケ
メ
ラ
ー
や
ベ
ニ
ッ
ケ
ら
の
表
現
は
、
こ
う
し
た
理
解
に
整
合

的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
加
工
・
改
造
が
目
的
と
し
た
付
加
価
値
を
創
出
す
る
こ
と
の
不
能
は
、
契
約
目
的
の
達
成
不
能
に
等
し
い
は
ず

で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
買
主
が
契
約
を
解
除
す
る
場
面
で
は
必
然
的
に
、
加
工
・
改
造
の
目
的
が
達
成
不
能
と
捉
え
う
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
根
拠
づ
け
は
、
一
見
す
る
と
加
工
・
改
造
に
着
目
し
た
論
拠
で
あ
り
な
が
ら
、
解
除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
必
然
的
に
満
た
す
基
準

と
な
っ
て
い
る
。
瑕
疵
物
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
検
討
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
瑕
疵
ゆ
え
に
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い

）
二
八
（
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二
九

こ
と
そ
れ
自
体
を
理
由
と
し
て
売
主
負
担
を
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
解
除
の
可
否
で
は
な
く
価
額
償
還
義
務
の
有
無
に
よ

る
リ
ス
ク
配
分
を
す
る
改
正
法
の
も
と
で
、
右
の
よ
う
な
リ
ス
ク
配
分
基
準
は
適
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
返
還
不
能

（
価
値
低
下
）
事
由
と
因
果
関
係
の
あ
る
原
因
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
工
・
改
造
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
原
因
は
問
題
で
な

い
は
ず
で
あ
る
。

⑵

　仮
定
的
因
果
関
係
〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
の
存
在

そ
こ
で
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
と
瑕
疵
（
物
の
引
渡
し
）
と
を
結
び
つ
け
る
に
あ
た
っ
て
、
瑕
疵
の
不
知
を
重
視
し
、〈
瑕
疵

を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
の
仮
定
を
前
提
と
す
る
論
理
が
注
目
さ
れ
る
。

旧
三
五
〇
条
お
よ
び
債
務
法
改
正
後
に
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
三
四
六
条
三
項
一
文
三0

号0

で
は
、
相
手
方
の
義
務
違
反
や
買
主
の
自
己
の
物

と
の
信
頼
を
そ
の
根
拠
と
す
る
も
の
が
多
い
も
の
の
、
前
稿
に
て
分
析
し
た
よ
う
に
、
相
手
方
の
義
務
違
反
と
買
主
の
瑕
疵
の
不
知
と
を

併
せ
考
え
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
せ
ず
、
瑕
疵
物
を
受
け
取
る
こ
と
も
な
く
、
買
主
の
許
で
滅
失
・
損
傷
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
〉
と
い
う
形
で
、
瑕
疵
物
の
引
渡
し
（
売
主
の
義
務
違
反
）
と
買
主
の
許
で
の
滅
失
・
損
傷
と
を
結
び
つ
け
て
売
主
負
担
を
説
明

す
る
論
理
が
あ
っ
た
（
79
）

。

こ
う
し
た
論
理
を
加
工
・
改
造
の
局
面
に
も
敷
衍
す
れ
ば
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
や
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
を
説
明
す
る
に
あ

た
っ
て
も
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
い
う
形
で
、
瑕
疵
物
の
引
渡
し
（
売
主
の
義
務
違
反
）
と
加
工
・

改
造
に
よ
る
返
還
不
能
と
を
結
び
つ
け
て
売
主
負
担
を
説
明
す
る
論
理
が
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

事
実
、
近
年
、
売
主
の
義
務
違
反
と
結
び
つ
け
て
売
主
負
担
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
。
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
は
債
務

）
二
九
（
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本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

三
〇

法
改
正
の
過
程
で
は
特
段
議
論
が
な
か
っ
た
が
、
債
務
法
改
正
後
の
現
在
、
同
規
定
の
制
度
趣
旨
を
め
ぐ
っ
て
、
改
正
前
と
少
し
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
異
な
る
説
明
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
や
カ
イ
ザ
ー
、
フ
ー
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
瑕
疵
が

加
工
・
改
造
前
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
買
主
は
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
結
果
、
加
工
・
改
造
し
て

い
な
い
状
態
で
瑕
疵
物
を
返
還
で
き
、
価
額
償
還
義
務
を
負
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
（
80
）

。
こ
こ
で
は
、
買
主
が

単
に
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
（
自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護
の
前
提
）
の
み
な
ら
ず
、0
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・0
改
造
を
せ
ず
、0
か
つ
瑕

疵
あ
る
受
領
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
買
主
の
故
意
的
破
壊
行
為
は
、
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
行
為
と
し
て
必
ず
し
も
免
責
さ

れ
な
い
余
地
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
瑕
疵
の
不
知
お
よ
び
自
己
の
物
と
の
信
頼
だ
け
で
な
く
、〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て

い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
い
う
論
理
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
対
給
付
を
負
担
す
る
と
い
う
買
主
の
契
約
時
の

決
定
お
よ
び
加
工
・
改
造
と
い
う
買
主
の
故
意
行
為
を
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
重
視
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
。
売
主
に
よ
る
瑕
疵
物

の
引
渡
し
と
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
と
の
因
果
関
係
に
着
目
す
る
見
解
は
、
反
対
給
付
の
負
担
を
前
提
に
買
主
の
自
己
の
物

と
の
信
頼
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
対
す
る
有
効
な
反
論
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
⑴
で
挙
げ
た
フ
ェ
ス
ト
や
デ
ル
は
、〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
〉
を
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
の
根
拠
と
し
て

挙
げ
つ
つ
も
、
こ
こ
に
お
い
て
瑕
疵
の
不
知
を
も
併
せ
指
摘
し
て
い
た
。
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
を
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
加

工
・
改
造
と
い
う
買
主
の
故
意
行
為
が
介
入
し
た
と
し
て
も
、
加
工
・
改
造
物
の
価
値
が
下
が
っ
て
い
る
こ
と
と
瑕
疵
と
の
間
の
因
果
関

係
が
否
定
さ
れ
な
い
と
論
じ
て
い
た
（
81
）

。

さ
ら
に
、
⑴
で
挙
げ
た
〈
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
を
根
拠
と
す
る
見
解
と
の
関
係
を
付
言
す
れ
ば
、〈
瑕
疵
に

）
三
一
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三
一

よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
は
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
こ
と
の
重
要
な
間
接
事
実
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
メ
ラ
ー
は
、
買
主
の
自
由
な
行
為
に
よ
る
滅
失
・
損
傷
の
危
険
を
買
主
の
負
担
と
し
た
た
め
、
瑕
疵
の

不
知
や
自
己
の
物
と
の
信
頼
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
説
明
し
た
り
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を

し
な
か
っ
た
〉
と
の
論
理
で
も
っ
て
同
規
定
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
偶
然
滅
失
の
売
主

負
担
を
規
定
す
る
旧
三
五
〇
条
は
、
債
務
法
改
正
に
お
い
て
全
面
的
に
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
。（
改
正
前
の
瑕
疵
担
保
解
除
を
含
む
）
法
定

解
除
で
は
、
解
除
の
相
手
方
の
義
務
違
反
が
存
在
し
、
あ
る
い
は
法
定
解
除
権
者
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
改
正
後
の
今
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
の
根
拠
を
、
解
除
原
因
の
不
知
を
媒
介
項
と
し
て
売
主
に
よ
る
瑕
疵
物
の
引

渡
し
に
求
め
る
こ
と
に
は
整
合
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
も
ま
た
、
同
文
三
号
と
同
じ
論
理
で
も
っ

て
説
明
が
可
能
な
規
定
と
理
解
で
き
よ
う
。

４
　
我
が
国
に
お
け
る
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
の
配
分

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
負
担
に
な
る
論
理
の
説
得
力
を
確
認
し
た
う
え
で
、

同
リ
ス
ク
が
売
主
負
担
と
な
る
こ
と
の
意
味
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
を
特
別
視
す
る
議
論
は
、
遅
く
と
も
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
後
期
普
通
法
学
に
お
い
て
見
ら
れ
た
。
瑕

疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
を
認
定
す
る
前
提
と
し
て
、
解
除
権
の
認
識
が
要
求
さ
れ
た
（
２
節
⑴
参
照
）。
そ
の
後
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、

瑕
疵
担
保
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
同
時
に
権
利
を
喪
失
す
る
こ
と
を
不
合
理
で
あ
る
と
評
価
し
て
旧
四
六
七
条
一
文
後
段

を
説
明
す
る
見
解
が
登
場
す
る
（
２
節
⑵
参
照
）。
加
工
・
改
造
時
に
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
す
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
、

）
三
一
（
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本
法
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八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

三
二

瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
行
為
は
そ
の
後
の
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
行
使
と
矛
盾
し
な
い
と
の
評
価
に
繋
が
る
と
と
も
に
（
２
節
⑶
参
照
）、
よ

り
根
本
的
に
は
、
瑕
疵
認
識
前
の
買
主
に
は
自
己
の
物
と
の
信
頼
が
あ
り
、
こ
れ
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
の
論
理
に
繋
が
っ
た
（
２
節

⑷
参
照
）。

も
っ
と
も
、
周
知
の
と
お
り
、
二
〇
世
紀
後
半
に
は
、（
約
定
解
除
だ
け
で
な
く
）
法
定
解
除
や
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
面
に
お
い
て
も
、

買
主
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失
の
危
険
が
売
主
の
負
担
と
な
る
こ
と
（
旧
三
二
七
条
一
文
・
旧
四
六
七
条
一
文
前
段
が
準
用
す
る
旧
三
五
〇
条
の

帰
結
）
へ
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
自
己
の
物
と
信
じ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
売
買
契
約
で
あ
れ
ば
反
対
給
付
を
負
担
し
た
が

ゆ
え
に
保
護
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
受
領
物
を
自
己
の
物
と
し
て
自
由
に
使
用
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
に
解

除
を
主
張
し
て
リ
ス
ク
転
嫁
を
図
る
こ
と
は
矛
盾
挙
動
で
あ
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
、
そ
の
後
一
気
に
有
力
と
な
っ
て
い
っ
た
。
自
己
の

物
と
信
じ
て
い
る
が
ゆ
え
、
こ
の
者
に
保
管
義
務
や
注
意
義
務
の
違
反
を
観
念
で
き
な
い
た
め
に
、
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
が
前
面
に
出
て

き
た
と
も
い
え
る
。
法
定
解
除
や
瑕
疵
担
保
解
除
と
約
定
解
除
と
の
相
違
が
意
識
さ
れ
つ
つ
も
、
原
状
回
復
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て

は
、
解
除
原
因
の
認
識
の
有
無
が
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
も
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
売
主
負
担
と
す
る
帰
結
自
体
は
、
多
数

に
よ
り
支
持
さ
れ
て
き
た
。
買
主
の
支
配
領
域
下
で
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
は
広
く
買
主
が
負
担
す
べ
き
と
説
い
た
ホ
ン
ゼ
ル
も
（
82
）

、
あ
る
い

は
双
務
契
約
の
清
算
と
い
う
観
点
か
ら
買
主
負
担
を
導
い
た
レ
ー
ザ
ー
も
（
83
）

、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
で
瑕
疵
担
保
解
除
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
を
売
主
が
負
う
も
の
と
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
旧
三
五
一
条
の
「
過
失
」
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
で

旧
三
五
〇
条
の
適
用
領
域
を
狭
め
て
買
主
負
担
の
範
囲
を
拡
大
す
る
解
釈
を
展
開
し
た
ケ
メ
ラ
ー
が
、
旧
三
五
〇
条
・
旧
三
五
一
条
で
の

解
釈
と
矛
盾
し
な
い
形
で
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
説
明
す
る
た
め
に
持
ち
出
し
た
の
が
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
ケ
ー
ス
で
は
瑕
疵

）
三
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三
三

ゆ
え
に
加
工
・
改
造
が
無
駄
に
な
っ
て
い
る
と
の
論
理
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
根
拠
と
し
た
リ
ス
ク
配
分
に
は
疑
問
が
あ
る
も
の
の
（
３
節

⑴
）、
加
工
・
改
造
は
返
還
不
能
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
す
る
故
意
行
為
で
あ
り
、
買
主
の
自
由
な
行
為
に
他
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
買
主
の
自
由
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
広
く
旧
三
五
一
条
に
よ
り
買
主
負
担
を
帰
結
す
る
見
解
に
お
い
て
も
、
売
主
負
担
と
な
る

こ
と
が
か
つ
て
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
後
ド
イ
ツ
で
は
債
務
法
改
正
が
な
さ
れ
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
規
律
が
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
に
承
継
さ
れ
た
。
ま

た
、
草
案
理
由
書
は
、
買
主
に
よ
る
自
由
な
行
為
や
危
険
を
高
め
る
ふ
る
ま
い
が
あ
っ
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て
リ
ス
ク
配
分
す
る
見
解

を
、
基
準
と
し
て
曖
昧
な
点
を
残
す
点
で
採
用
で
き
な
い
も
の
と
評
価
し
た
。
旧
三
五
〇
条
は
全
面
的
に
不
合
理
な
も
の
で
は
な
く
、
法

定
解
除
の
場
合
に
限
っ
て
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
維
持
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
己
の
事
務
に
お

け
る
と
同
一
の
注
意
を
尽
く
し
て
い
な
が
ら
も
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
か
ら
も
買
主
を
免
責
し
た
（
三
四
六
条
三
項
一
文
三0

号0

）。
右
の
よ
う

に
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
偶
然
滅
失
を
超
え
て
買
主
の
免
責
を
認
め
た
こ
と
か
ら
、
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
同

規
定
の
制
度
趣
旨
と
し
て
解
除
原
因
の
認
識
の
有
無
に
着
目
す
る
。
法
定
解
除
に
限
っ
た
規
定
と
さ
れ
た
た
め
、
旧
法
下
と
比
べ
、
解
除

原
因
の
不
知
を
根
拠
と
し
や
す
い
法
状
況
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三0

号0

に
お
い
て
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
の
締
結
お
よ
び
瑕
疵
物
の
受
取
り
を
せ
ず
、
買

主
の
許
で
の
滅
失
・
損
傷
も
な
か
っ
た
〉
と
の
形
で
瑕
疵
物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許
で
の
滅
失
・
損
傷
と
が
結
び
付
け
ら
れ
る
論
理
が
主

張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
場
合
に
も
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
の

形
で
、
解
除
原
因
の
不
知
を
仲
介
さ
せ
て
、
生
じ
た
原
物
返
還
不
能
事
由
と
瑕
疵
物
の
引
渡
し
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
売
主
負
担

を
導
く
見
解
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

）
三
三
（
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三
四

以
上
の
よ
う
な
形
で
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
を
し
た
こ
と
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
種
々
の
理

由
づ
け
に
よ
り
売
主
負
担
と
な
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
契
約
不
適
合
認
識
前
の
買
主
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
物
を
自
己
の
物
と
信
頼

し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
加
工
・
改
造
を
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
履
行
と
し
て
承
認
す
る
行
為
で
は
な
く
、
買
主
を
免
責
す

る
う
え
で
矛
盾
挙
動
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
先
行
行
為
と
も
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
に
つ
い
て
は
、

前
述
の
よ
う
に
、
自
身
が
相
手
方
に
対
し
て
反
対
給
付
を
す
る
と
い
う
代
償
を
払
う
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
買
主
が
自
ら
反
対
給
付
を
負
担
し
、
受
領
物
を
自
由
に
使
用
し
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、
加
工
・
改
造
と
い
う
自
由
な

行
為
に
あ
た
り
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
い

え
る
場
合
に
は
、
反
対
給
付
を
負
担
す
る
と
い
う
買
主
の
契
約
時
の
決
定
お
よ
び
加
工
・
改
造
と
い
う
買
主
の
故
意
行
為
を
重
視
し
て
リ

ス
ク
配
分
を
す
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
こ
れ
が
本
稿
で
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
参
照
し
て
い
く
こ
と
で
見
え
て
き
た
重
要
な
視
点
で

あ
る
。
売
主
に
よ
る
瑕
疵
物
の
引
渡
し
と
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
と
の
因
果
関
係
に
着
目
す
る
見
解
は
、
反
対
給
付
の
負
担

を
前
提
に
自
己
の
物
と
の
信
頼
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
見
解
（
＝
反
対
給
付
の
限
度
で
買
主
負
担
を
帰
結
す
る
見
解
）
に
対
す
る
有
効
な
反
論

に
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
見
解
の
登
場
に
よ
り
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
す
る
こ
と
は
、

説
得
力
を
持
っ
て
論
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
売
主
の
負
担
と
す
る
こ
と
の
意
味
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
こ

う
。
こ
の
リ
ス
ク
配
分
を
考
え
る
う
え
で
は
、
次
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
（
84
）

。

）
三
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三
五

①
品
質
の
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
受
領
時
か
ら
物
に
価
値
が
な
か
っ
た
場
合

②
品
質
の
契
約
不
適
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
領
時
の
物
に
価
値
が
あ
っ
た
が
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
受
領
物
の
価
値
が
失
わ
れ
た
場
合

③
品
質
の
契
約
不
適
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
領
時
の
物
に
価
値
が
あ
り
、
加
工
・
改
造
に
よ
っ
て
も
受
領
物
の
価
値
が
残
っ
た
場
合

冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
近
時
の
我
が
国
の
多
数
説
は
、
買
主
の
許
で
生
じ
た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
買
主
の
支
配
下
か
ら
生
じ
た
リ

ス
ク
で
あ
る
こ
と
や
、
買
主
が
契
約
時
に
し
た
対
価
負
担
の
決
定
を
根
拠
と
し
て
こ
れ
を
買
主
の
負
担
と
し
、
買
主
に
客
観
的
価
値
の
償

還
義
務
を
課
す
。
し
た
が
っ
て
、
買
主
の
加
工
・
改
造
に
よ
る
リ
ス
ク
は
す
べ
て
買
主
負
担
と
な
り
、
買
主
は
、
給
付
受
領
時
の
契
約
不

適
合
物
の
価
値
を
償
還
す
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
三
つ
で
い
え
ば
、
①
の
ケ
ー
ス
で
は
元
よ
り
価
値
が
な
か
っ
た
た
め
買
主
は
価
額
償
還

を
す
る
必
要
が
な
い
が
、
②
③
の
ケ
ー
ス
で
は
、
加
工
・
改
造
前0

の
契
約
不
適
合
物
と
し
て
の
価
値
を
償
還
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
②
③
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
価
額
償
還
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
点
仮
に
、
加
工
・
改
造
が
契
約
不
適
合
認

識
後
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、（
品
質
の
契
約
不
適
合
を
除
去
す
る
改
良
行
為
と
い
い
う
る
極
め
て
特
殊
な
場
合
を
除
け
ば
）
そ
れ
に
よ
る
返
還

不
能
リ
ス
ク
は
買
主
負
担
で
良
い
。
た
と
え
物
使
用
の
必
要
性
・
緊
急
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
契
約
不
適
合
を
知
り
な
が
ら
他
の
種
類

の
物
に
変
え
る
加
工
・
改
造
行
為
は
履
行
認
容
と
い
え
よ
う
し
、
そ
の
後
の
解
除
に
よ
る
リ
ス
ク
転
嫁
の
主
張
は
矛
盾
挙
動
と
評
価
で
き

る
。
そ
れ
に
対
し
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
故
意
行
為
が
原
因
で
の
返
還
不
能
と
は
い
え
、
右
で
述

べ
て
き
た
よ
う
な
論
理
か
ら
買
主
の
免
責
お
よ
び
売
主
へ
の
帰
責
が
認
め
ら
れ
る
。
右
の
①
の
ケ
ー
ス
で
買
主
が
価
額
償
還
義
務
を
負
わ

な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
②
③
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
買
主
は
元
の
契
約
不
適
合
物
と
し
て
の
価
値
を
償
還
す
る
義
務
を
負
わ
な

い
。
こ
う
し
た
理
解
が
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
「
他
の
種
類
の
物
に
変
え
た
場
合
」
に
限
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
至
ら
な
い
加
工
・
改
造
に
も

）
三
五
（
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三
六

妥
当
す
る
こ
と
は
事
の
性
質
上
当
然
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
②
③
の
ケ
ー
ス
で
買
主
が
一
定
の
免
責
を
受
け
る
と
し
て
も
、
③
の
ケ
ー
ス
で
買
主
の
許
に
残
っ
て
い
る
加
工
・
改
造
物

（
に
占
め
る
も
と
も
と
の
物
の
価
値
）
は
い
か
に
清
算
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
解
除
後
の
加
工
・
改
造
物

の
帰
属
や
、
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
（
契
約
に
適
合
し
な
い
）
原
物
の
価
値
の
清
算
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

Ⅲ
　
加
工
・
改
造
物
の
帰
属
と
清
算

１
　
総
　
論

加
工
・
改
造
物
に
な
お
価
値
が
残
っ
た
場
合
、
よ
り
正
確
に
は
、
加
工
・
改
造
物
に
給
付
物
の
価
値
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
場
合
の
清

算
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
種
々
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
加
工
・
改
造
物
を
売
主
に
引
き
渡
す
義
務
を
認
め

る
見
解
や
、
加
工
・
改
造
物
を
買
主
に
帰
属
さ
せ
た
う
え
で
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
給
付
物
の
価
値
を
売
主
に
償
還
す
る
義
務
を
課
す

見
解
、
加
工
・
改
造
物
の
引
渡
し
と
価
値
償
還
と
を
売
主
や
買
主
に
選
択
さ
せ
る
見
解
、
さ
ら
に
は
買
主
の
い
ず
れ
の
義
務
も
否
定
す
る

見
解
な
ど
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
債
務
法
改
正
後
の
現
在
、
買
主
が
価
額
償
還
を
す
る
こ
と
で
の
清
算
、
す
な
わ
ち
、
加
工
・
改
造
物
に

占
め
る
瑕
疵
物
（
給
付
物
）
の
割
合
的
価
値
に
つ
い
て
買
主
の
価
額
償
還
義
務
を
認
め
る
解
釈
が
多
数
を
占
め
、
大
方
議
論
の
一
致
を
見

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
根
拠
を
見
る
と
と
も
に
、
債
務
法
改
正
後
の
現
在
は
何
故
に
見
解
の
一
致
を
見

て
い
る
の
か
に
着
目
し
た
い
。

）
三
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三
七

２
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況

⑴

　債
務
法
改
正
前

Ⅱ
章
で
み
た
と
お
り
、
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
に
あ
た
り
第
一
委
員
会
は
、
加
工
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
を
偶
然
滅
失
の
場

合
と
同
視
す
べ
き
と
し
た
。
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
は
売
主
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
加
工
物

は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
。
第
一
委
員
会
は
こ
こ
で
、
必
ず
し
も
加
工
物
そ
の
も
の
を
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
な
い
。

第
一
委
員
会
は
、
返
還
の
あ
り
方
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
選
択
肢
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
加
工
費
用
の
支
払
と
引
換
え
に
そ
の
新

し
い
物
を
返
還
す
る
か
、
取
得
者
が
新
し
い
物
を
保
持
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
取
得
者
に
生
じ
た
財
産
的
利
益
を
返
還
す
る
か
と
い
う
二
つ

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
一
草
案
理
由
書
で
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
85
）

。
こ
の
第
一
委
員
会
で
の
指
摘
お
よ
び
第
一
草
案
理
由
書
の

表
現
は
、
加
工
・
改
造
物
を
手
許
に
残
す
か
ど
う
か
の
選
択
権
を
買
主
に
与
え
る
か
に
映
る
。
そ
こ
で
、
民
法
制
定
後
に
も
、
買
主
が
両

義
務
の
う
ち
ど
ち
ら
を
履
行
す
る
か
選
択
で
き
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
見
解
が
主
張
さ
れ
た
（
86
）

。

も
っ
と
も
、
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
右
の
二
つ
を
選
択
的
な
義
務
と
捉
え
ず
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
を
課
す
見
解

が
有
力
で
あ
り
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
ま
で
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
87
）

。
た
と
え
ば
二
〇
世
紀
前

半
、
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
れ
を
当
然
の
義
務
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
義
務
は
、
履
行
不
能
の
場
合
に
代
償
の
引
渡
し
を
規
定
し
た
旧

二
八
一
条
か
ら
だ
け
で
な
く
、
不
当
利
得
の
観
点
か
ら
も
生
じ
る
と
説
い
た（88
）

。
ま
た
、
二
〇
世
紀
後
半
に
は
、
た
と
え
ば
ホ
ン
ゼ
ル
も
、

旧
四
六
七
条
一
文
前
段
が
（
約
定
解
除
の
効
果
と
し
て
受
領
物
の
返
還
義
務
を
規
定
す
る
）
旧
三
四
六
条
一
文
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
瑕
疵
担
保
解
除
権
を
し
た
買
主
は
改
造
に
よ
り
生
じ
た
形
に
お
い
て
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
（
89
）

。

も
っ
と
も
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
は
、
も
は
や
給
付
物
と
異
な
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。
こ
れ
に
つ
き
、
本
稿
Ⅱ

）
三
七
（
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三
八

章
で
も
と
り
あ
げ
た
コ
ン
ツ
ェ
や
フ
ラ
ン
ツ
・
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
買
主
の
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
と
、
買
主
の
許
に
加
工
・
改
造
物

を
残
し
た
う
え
で
の
買
主
の
価
額
償
還
義
務
と
の
関
係
に
言
及
す
る
。
議
論
の
起
点
は
、
売
主
の
加
工
・
改
造
物
引
取
義
務
の
有
無
で
あ

る
。
コ
ン
ツ
ェ
や
フ
ラ
ン
ツ
・
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
売
買
時
点
で
存
在
し
た
売
買
目
的
物
こ
そ
が
返
還
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ

は
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
変
え
ら
れ
た
（
旧
三
五
二
条
）。
し
た
が
っ
て
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
よ
り
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
が

許
容
さ
れ
た
場
合
、
売
主
が
改
造
物
の
返
還
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
買
主
は
改
造
物
の
返
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
売
主
が
こ
れ
を

望
ま
な
い
と
き
に
売
主
に
改
造
物
の
引
取
り
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
売
主
は
、
自
身
が
改
造
物
の
返
還
に
同
意
し

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
買
主
に
対
し
完
全
な
利
益
賠
償
や
物
に
代
え
た
価
額
償
還
を
要
求
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
は
、
物
の
返
還
が
で

き
な
い
場
合
、
買
主
か
ら
瑕
疵
担
保
解
除
を
と
り
あ
げ
て
買
主
負
担
と
す
る
か
、
買
主
の
解
除
を
認
め
た
う
え
で
売
主
の
損
害
賠
償
請
求

権
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
売
主
負
担
と
し
て
い
る
。
い
ま
改
造
物
の
回
復
が
さ
れ
な
い
の
は
、
売
主
が
引
き
取
ろ
う
と
し
な
い
が
ゆ

え
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
主
は
買
主
に
旧
三
四
七
条
に
よ
り
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
売
主
に
は
改
造
物
の
引

取
義
務
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
売
主
は
決
し
て
受
領
遅
滞
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
買
主
は
、
物
を
改
造
に
利
用
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
旧
三
四
六
条
に
よ
り
、
売
主
に
対
し
て
改
造
に
よ
り
自
身
が
得
た
価
値
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ

る
（
90
）

。こ
れ
に
対
し
、
加
工
・
改
造
物
は
も
は
や
給
付
物
と
異
な
る
こ
と
に
着
目
し
て
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
を
否
定
し
、
さ
ら
に
は
買

主
の
価
額
償
還
義
務
を
も
否
定
す
る
見
解
が
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
た
。
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
し
い

加
工
・
改
造
物
は
、
給
付
物
と
同
一
で
は
な
い
た
め
、
給
付
物
の
返
還
を
規
定
し
た
旧
三
四
六
条
一
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
通
常
、
こ
こ

で
想
定
す
る
瑕
疵
物
に
は
、
旧
四
五
九
条
一
項
二
文
と
の
関
係
で
相
当
程
度
の
瑕
疵
が
あ
る
た
め
、
加
工
・
改
造
物
に
は
価
値
が
な
い
か
、

）
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あ
る
い
は
少
な
く
と
も
買
主
が
拠
出
し
た
労
務
費
用
や
資
材
出
費
と
比
べ
れ
ば
僅
か
な
価
値
し
か
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
例
外
的
に
瑕
疵

物
に
そ
れ
な
り
の
価
値
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
の
必
要
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
フ
ー
バ
ー
は
述
べ
る
。

こ
う
し
て
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
ほ
か
、
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
買
主
は
売
主
に
対
し
不
当
利
得
返
還
義
務
も
負
わ

な
い
（
91
）

。
フ
ー
バ
ー
は
、
旧
四
六
七
条
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
に
、
旧
三
四
六
条
以
下
の
解
除
規
定
の
ほ
か
に
不

当
利
得
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
（
92
）

。
旧
三
四
六
条
以
下
で
規
定
さ
れ
た
利
益
調
整
が
不
当
利
得
法
の
介
入
に
よ
っ
て
修
正

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
フ
ー
バ
ー
は
、
た
と
え
加
工
・
改
造
物
に
な
お
価
値
が
あ
ろ
う
と
も
加
工
・
改
造
物

の
返
還
は
不
要
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、（
瑕
疵
物
を
元
と
し
た
）
当
該
加
工
・
改
造
物
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
利
益
を
得
た
よ
う
な
場
合

の
代
償
返
還
義
務
を
除
き
、
買
主
の
価
額
償
還
義
務
を
否
定
し
て
い
た
。

⑵

　債
務
法
改
正
後

と
こ
ろ
が
、
債
務
法
改
正
後
の
現
在
、
先
述
の
よ
う
に
、
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
瑕
疵
物
の
割
合
的
価
値
に
つ
き
買
主
が
価
額
償
還

を
す
る
義
務
が
あ
る
と
の
解
釈
が
多
数
を
占
め
、
大
方
議
論
の
一
致
を
見
て
い
る
（
93
）

。
た
と
え
ば
カ
イ
ザ
ー
は
、
Ⅱ
章
３
節
⑵
で
紹
介
し
た

〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
せ
ず
、
瑕
疵
あ
る
受
領
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
〉
と
の
根
拠
で
も
っ
て
、
加
工
・
改
造

に
よ
り
元
の
形
で
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
を
免
責
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
カ
イ
ザ
ー
も
、
そ
の
加
工
・

改
造
物
が
瑕
疵
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
買
主
は
三
四
六
条
三
項
二
文
に
よ
っ
て
利
得
の
返
還
責
任
を
負
う

と
す
る
（
94
）

。
解
除
が
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
瑕
疵
で
あ
る
た
め
、
当
該
加
工
・
改
造
物
に
は
価
値
が
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
な
お
価
値

が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
項
二
文
に
よ
り
、
そ
の
価
額
償
還
が
必
要
に
な
る
と
解
す
る
（
95
）

。
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そ
れ
で
は
、
債
務
法
改
正
前
に
主
張
さ
れ
て
い
た
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
に
よ
る
清
算
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、

加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
の
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
理
由
を
比
較
的
詳
し
く
論
じ
て
い
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
論
理
を
見
て
い
こ
う
。
フ
ァ

ウ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
加
工
・
改
造
物
は
、（
瑕
疵
あ
る
）
原
物
か
ら
生
じ
た
利
得
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
、
加
工
・
改
造
の
た
め
の

出
費
や
さ
ら
に
は
加
工
・
改
造
の
際
に
投
資
し
た
資
材
を
も
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還

を
義
務
づ
け
る
に
は
、
相
当
す
る
補
償
の
支
払
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
清
算
の
選
択
肢
は
、
相
当
す
る
補
償
の
支
払
と
引

き
換
え
に
加
工
・
改
造
物
の
返
還
を
要
求
す
る
か
、
あ
る
い
は
物
の
返
還
で
は
な
く
、
買
主
が
瑕
疵
物
を
手
に
し
た
こ
と
で
得
た
利
得
を

金
銭
で
返
還
す
る
こ
と
を
求
め
得
る
と
す
る
か
の
二
つ
で
あ
る
（
96
）

。
も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
債
務
法
現
代
化
法
で
は
、
返
還
債
務
者
が
加

工
・
改
造
を
し
た
時
点
で
、
返
還
債
権
者
は
も
は
や
当
該
加
工
・
改
造
物
の
返
還
を
求
め
え
な
い
。
加
工
・
改
造
物
は
給
付
物
と
は
異
な

る
新
し
い
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
が
生
じ
る
と
規
定
し
た
た
め

で
あ
る
（
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
（
97
））。

こ
う
し
た
規
定
構
造
を
前
提
と
し
た
と
き
、
二
項
一
文
二
号
の
段
階
で
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
た
加

工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
が
、
三
項
二
文
の
段
階
で
再
度
生
じ
る
の
は
整
合
的
で
な
い
。
そ
こ
で
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
加
工
・
改
造
物
は

買
主
の
許
に
残
し
た
う
え
で
買
主
が
価
額
償
還
を
す
る
解
決
策
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
加
工
・
改

造
物
そ
れ
自
体
を
返
還
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
現
在
の
多
く
の
学
説
は
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
を
返
還
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
は
買
主
の

労
力
や
出
費
も
含
ん
で
い
る
こ
と
に
加
え
、
そ
も
そ
も
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
に
つ
い
て
は
三
四
六
条
二
項
の
段
階
で
否
定
さ
れ
、

価
額
償
還
に
よ
る
清
算
を
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
項
二
文
の
段
階
で
も
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
は
認
め
ら
れ
な
い

と
す
る
。
結
果
と
し
て
、
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
瑕
疵
物
の
割
合
的
価
値
が
三
項
二
文
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
98
）

。
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３
　
我
が
国
に
お
け
る
加
工
・
改
造
物
の
帰
属
と
清
算

こ
の
点
、
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二0

項0

が
規
定
す
る
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
た
場
合
の
（
原
物
返
還
に
代
わ
る
）
価
額
償
還
義
務
は
、

（
解
除
権
者
が
加
工
・
改
造
を
し
た
場
合
に
解
除
権
の
消
滅
を
規
定
し
て
い
た
旧
三
五
二
条
と
異
な
り
）
加
工
・
改
造
者
が
解
除
権
者
で
あ
る
場
合

だ
け
で
な
く
、
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
事
例
だ
け
で
な
く
、
加

工
・
改
造
の
対
象
に
は
何
ら
の
瑕
疵
が
な
い
事
例
も
適
用
対
象
と
な
る
規
定
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
も
そ
も
受
領
物
に
品
質
の
契
約
不

適
合
が
な
け
れ
ば
、
加
工
・
改
造
物
に
つ
い
て
買
主
に
帰
属
さ
せ
た
う
え
で
金
銭
に
よ
る
清
算
を
図
る
こ
と
に
合
理
性
も
あ
ろ
う
（
こ
の

点
で
注（
97
）の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
議
論
も
参
照
（
99
）

）。

し
か
し
、
受
領
物
に
品
質
の
契
約
不
適
合
が
あ
り
買
主
が
解
除
し
た
よ
う
な
本
稿
の
冒
頭
事
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
受
領
物
ひ
い
て
は

加
工
・
改
造
物
は
買
主
に
と
っ
て
不
要
な
物
で
し
か
な
い
。
と
り
わ
け
、
我
が
国
の
改
正
民
法
に
お
い
て
は
、
契
約
不
適
合
に
は
、
品
質

の
不
適
合
だ
け
で
な
く
種
類
の
不
適
合
も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
引
き
渡
さ
れ
た
異
種
物
の
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
に
価
額
償
還

義
務
を
認
め
る
な
ら
ば
、
買
主
に
解
除
を
認
め
る
意
味
が
乏
し
い
。
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い
と
し
て
解
除
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

加
工
・
改
造
物
に
な
お
価
値
が
あ
る
と
し
て
そ
の
分
を
金
銭
で
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
不
当
で
あ
る
。
加
工
・
改
造
の

ケ
ー
ス
で
買
主
の
許
に
価
値
が
残
る
限
り
何
ら
か
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
も
の
の
、
そ
の
責
任

の
あ
り
方
と
し
て
、
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
給
付
物
の
価
値
を
金
銭
で
償
還
さ
せ
る
こ
と
は
、
買
主
に
と
っ
て
不
要
な
そ
の
加
工
・
改

造
物
を
買
主
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

日
本
民
法
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
と
異
な
り
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
の
返
還
義
務
を
肯
定
す
る
う
え
で
こ
れ
と
抵
触
す
る
よ
う
な
規

定
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
加
工
・
改
造
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
も
、
加
工
・
改
造
は
そ
れ
こ
そ
契
約
不
適
合
に
よ
り
無
駄
に
な
っ
た
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以
上
、
同
じ
く
特
段
こ
れ
を
制
約
す
る
規
定
が
な
い
我
が
国
に
お
い
て
は
（
100
）

、
買
主
が
売
主
に
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
に
映

る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、（
加
工
・
改
造
物
に
つ
い
て
一
律
に
金
銭
で
の
清
算
と
割
り
切
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
と
異
な
り
）
加
工
・
改
造
物
自
体
を

返
還
す
る
こ
と
で
の
買
主
の
責
任
負
担
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て
よ
い
（
101
）

。
こ
の
帰
結
は
、
Ⅱ
章
４
節
に
お
い
て
挙
げ
た
①
②
③
の
ケ
ー
ス

の
う
ち
、
③
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
①
や
②
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
買
主
に
と
っ
て
不
要
で
し
か
な
い
物
の
処
分
費
を
買
主
が
負
担

し
な
い
こ
と
に
も
意
味
を
見
い
だ
せ
よ
う
。

Ⅳ
　
結
　
論

我
が
国
の
解
除
効
果
規
定
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
広
く
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
お
よ
び
第
二
草
案
を
参
照
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
（
102
）

。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
草
案
が
、
約
定
解
除
、
法
定
解
除
お
よ
び
瑕
疵
担
保
解
除
と
を
区
別
し
た
う
え
で
、
約
定
解
除
の
効
果
規
定

を
中
心
に
規
定
し
て
こ
れ
を
他
で
準
用
す
る
と
い
う
形
を
採
っ
た
た
め
か
、
我
が
国
の
民
法
制
定
に
お
け
る
審
議
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ

ツ
民
法
旧
三
四
六
条
以
下
の
約
定
解
除
の
効
果
規
定
に
注
目
が
集
ま
り
、
法
定
解
除
に
つ
い
て
の
特
則
で
あ
る
旧
三
二
七
条
二
文
だ
け
で

な
く
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
草
案
段
階
の
規
定
に
具
体
的
な
言
及
が
な
い
（
103
）

。
日
本
民
法
制
定
時
、
瑕
疵
を
知

ら
ず
に
加
工
・
改
造
を
し
た
場
合
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
草
案
の
例
外
規
定
は
、
見
落
と
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草

案
で
は
、
法
定
解
除
と
約
定
解
除
と
で
そ
の
効
果
論
上
の
差
異
が
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
我
が
国
の
民
法
制
定

過
程
で
も
、
効
果
に
お
け
る
両
者
の
違
い
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
田
純
一
の
指
摘
す
る
と
お
り
、「
約
定
解

除
を
中
心
と
し
た
解
除
規
定
を
持
つ
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
解
除
原
因
を
解
除
権
者
が
認
識
し
う
る
状
態
に
あ
る
と
い
う
前
提
で
学
説
が

）
四
二
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議
論
し
て
い
た
の
を
不
履
行
解
除
の
規
定
の
中
に
無
批
判
に
受
容
し
た
結
果
」、
民
法
起
草
者
は
、
改
正
前
五
四
八
条
の
適
用
場
面
と
し

て
、「
目
的
物
の
滅
失
に
つ
い
て
、
解
除
権
発
生
後
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
解
除
原
因
を
知
っ
た
の
ち
）
の
法
律
関
係
を
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
り
」、「
法
定
解
除
と
約
定
解
除
の
差
異
を
認
識
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
の
滅
失
が
解
除
権
者
の
も
と
で
、
解
除
権
発
生

後
に
生
じ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
区
別
を
意
識
し
て
い
な
い
」
よ
う
に
映
る
。
解
除
原
因
を
知
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
が
ゆ
え

に
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
で
解
除
権
が
消
滅
す
る
こ
と
を
、
権
利
者
に
よ
る
解
除
権
の
「
放
棄
」
と
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
田
に

よ
り
、「
起
草
者
は
五
四
八
条
で
、
解
除
原
因
を
知
っ
て
か
ら
、
解
除
権
を
行
使
す
る
ま
で
の
間
し
か
把
握
し
て
お
ら
ず
、
解
除
原
因
を

知
る
前
も
、
解
除
権
行
使
後
も
適
用
領
域
と
し
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
な
る
」
と
分
析
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
（
104
）

。

こ
う
し
た
法
継
受
を
背
景
と
し
て
、
我
が
国
は
そ
の
後
も
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
六
条
以
下
の
議
論
に
影
響
を
受
け
て
き
た
。
そ
の
中

で
も
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
支
持
を
集
め
た
ケ
メ
ラ
ー
や
レ
ー
ザ
ー
、
さ
ら
に
は
フ
ル
ー
メ
ら
の
有
力
説
が
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
、
定
着

し
て
い
っ
た
。
改
正
前
五
四
八
条
二
項
の
解
釈
に
お
い
て
、
解
除
権
が
存
続
し
よ
う
と
も
な
お
買
主
の
価
額
償
還
義
務
を
肯
定
す
る
見
解

も
、
こ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
方
向
性
は
、
今
般
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
後
も
維
持
さ
れ
、
解
除
の
可
否
と
返
還

不
能
リ
ス
ク
の
配
分
と
が
切
り
離
さ
れ
る
。
加
工
・
改
造
行
為
の
リ
ス
ク
配
分
に
関
す
る
先
行
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
買
主
の

許
で
不
可
抗
力
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
買
主
負
担
と
す
る
の
が
我
が
国
の
近
時
の
多
数
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
加
工
・
改

造
行
為
に
至
っ
て
は
な
お
の
こ
と
買
主
負
担
と
す
る
こ
と
が
伺
え
る
。
本
稿
Ⅰ
章
の
序
論
で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
解
除
権
認
識
前
の
加

工
・
改
造
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
（
改
正
五
四
八
条
た
だ
し
書
）、
買
主
の
故
意
行
為
に
よ
り
返
還
不
能
を
招
い

て
い
る
以
上
、
買
主
は
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
を
負
う
と
す
る
指
摘
が
登
場
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
105
）

。
こ
の
よ
う
に
、
我
が
国

の
解
除
の
効
果
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
論
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
か
ら
債
務
法
改
正
前
ま
で
の
ド
イ
ツ
学
説
に
多
分
な
影
響
を
受
け
て

）
四
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き
た
。

し
か
し
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
民
法
制
定
時
に
お
い
て
法
継
受
さ
れ
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、

そ
の
後
も
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
に
よ
り
原
物
返
還
不
能
と
な
っ
た
リ
ス
ク
を
売
主
の
負
担
と
す
る
規
定
と
理
解
さ

れ
、
ケ
メ
ラ
ー
や
レ
ー
ザ
ー
、
ホ
ン
ゼ
ル
と
い
っ
た
、
買
主
の
許
で
生
じ
た
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
負
担
の
範
囲
を
拡
大

す
る
解
釈
を
展
開
し
た
論
者
で
さ
え
も
、
こ
の
帰
結
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
加
工
・
改
造
行
為
は
買
主
の
自
由
な
行
為
に
他
な

ら
な
い
。
そ
れ
以
降
返
還
不
能
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
な
さ
れ
る
故
意
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
故
意
行
為
で
あ
ろ

う
と
も
、
瑕
疵
認
識
前
で
あ
れ
ば
免
責
さ
れ
る
こ
と
が
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
の
検
討
結
果
は
、
既
に
Ⅱ
章
４
節
お
よ
び
Ⅲ
章
３
節
に
て
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
改
め
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
以
下
で
は
、

本
稿
で
の
構
成
と
同
様
に
、
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
と
売
主
の
義
務
違
反
と
の
繋
が
り
と
に
着
目
し
て
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・

改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
の
負
担
と
な
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
よ
う
。

ま
ず
、
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
に
着
目
し
た
と
き
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
買
主
が
加
工
・
改
造
を
し
よ
う
と
も
、
そ
の
後
の
瑕
疵
担

保
解
除
と
矛
盾
す
る
挙
動
と
は
い
え
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
過
程
を
辿
る
こ
と
で
見
え
て
き
た
よ
う
に
、
❶
契
約
締
結
段
階
、
❷
物

の
受
領
段
階
、
❸
物
の
使
用
段
階
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
瑕
疵
（
解
除
原
因
）
の
認
識
が
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
重
要
な
基
準
と
さ
れ
た
。

我
が
国
で
も
、
契
約
締
結
時
（
❶
）
に
お
け
る
買
主
の
解
除
原
因
の
認
識
は
、
か
ね
て
よ
り
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
契
約
締
結
時
に
瑕

疵
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、「
隠
れ
た
瑕
疵
」
に
つ
い
て
売
主
の
責
任
を
定
め
て
い
た
改
正
前
五
七
〇
条
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
追
及
が
で
き

な
い
。
改
正
法
の
も
と
で
も
、
契
約
締
結
時
に
買
主
が
契
約
目
的
物
の
欠
陥
等
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
契
約

が
成
立
す
る
と
い
う
契
約
解
釈
を
通
し
て
、
改
正
前
と
同
様
の
帰
結
に
辿
り
着
く
。
ま
た
、
契
約
締
結
後
、
物
の
受
領
時
（
❷
）
に
お
け

）
四
四
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五

る
買
主
の
認
識
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
判
例
・
学
説
に
よ
り
注
目
さ
れ
て
き
た
。
最
判
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
五
日
民
集
一
五
巻

一
一
号
二
八
五
二
頁
は
、「
瑕
疵
の
存
在
を
認
識
し
た
上
で
こ
れ
を
履
行
と
し
て
認
容
」
し
た
否
か
に
着
目
し
、
債
務
不
履
行
責
任
を
な

お
追
及
可
能
か
決
す
る
う
え
で
、
瑕
疵
の
認
識
の
有
無
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
に
、
債

務
不
履
行
責
任
と
瑕
疵
担
保
責
任
と
を
区
別
す
る
契
機
機
能
を
与
え
る
と
と
も
に
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
履
行
と
し
て
の
受
領
を
し
て
い
た

場
合
に
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
と
い
う
特
定
合
意
に
瑕
疵
が
あ
る
も
の
と
し
て
債
務
不
履
行
責
任
の
「
再
生
」
を
認
め
る
見
解
や
、
履

行
認
容
意
思
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
弁
済
受
領
の
有
効
性
を
否
定
し
て
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
可
能
と
す
る
見
解
、
さ

ら
に
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
に
は
「
契
約
適
合
性
の
承
認
」（
性
状
承
認
）
が
含
ま
れ
な
い
と
理
解
し
、
受
領
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合

に
は
売
主
の
債
務
不
履
行
と
し
て
の
評
価
も
残
っ
て
い
る
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
の
併
存
を
説
く
見
解
な
ど
が

主
張
さ
れ
た
（
106
）

。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
に
付
与
す
る
意
味
が
異
な
る
と
は
い
え
、
給
付
危
険
の
負
担
に
あ

た
っ
て
、
受
領
時
の
瑕
疵
の
認
識
を
重
視
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
筆
者
は
、
前
稿
に
お
い
て
、
買
主
の
受
領

時
に
お
け
る
契
約
不
適
合
の
認
識
の
有
無
は
、
給
付
危
険
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
買
主
が
受
領
し
た
契
約
不
適
合
物
が
滅
失
・
損
傷
し

た
場
合
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
（
107
）

。
本
稿
は
、
こ
こ
に
、
物
を
実
際
に
使
用
す
る
時
点
（
❸
）、
と
り

わ
け
加
工
・
改
造
を
す
る
時
点
で
の
買
主
の
主
観
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
❶
❷
と
同
様
、
契
約
不
適
合
の
認
識
な
し
に
行
わ
れ
た

加
工
・
改
造
は
、（
矛
盾
挙
動
禁
止
の
先
行
行
為
と
な
る
）
履
行
承
認
と
は
評
価
で
き
な
い
。
確
か
に
、
冒
頭
事
例
で
買
主
が
受
領
物
を
元
の

形
の
ま
ま
で
返
還
で
き
な
い
の
は
、
当
該
物
の
瑕
疵
が
原
因
で
は
な
い
。
直
接
的
に
は
買
主
の
加
工
・
改
造
行
為
ゆ
え
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
点
で
❶
や
❷
の
段
階
と
は
利
益
状
況
が
異
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
加
工
・
改
造
行
為
が
な
さ
れ
た
の
は
、
買
主
が

そ
の
物
を
自
己
の
物
と
信
じ
た
が
ゆ
え
で
あ
り
、
自
己
の
物
で
あ
る
以
上
は
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

）
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四
六

た
だ
し
、
こ
う
し
た
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
に
対
し
て
は
、
買
主
自
身
が
相
手
方
に
対
し
て
反
対
給
付
を
す
る
と
い
う
代

償
を
払
う
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
言
う
な
ら
ば
反
対
給
付
の
負
担
を
前
提
に
し
て
の
み
、
そ
う
し
た
信
頼
が
保
護
さ
れ
る

べ
き
旨
が
主
張
さ
れ
る
。
買
主
自
身
が
し
た
契
約
時
の
決
定
と
加
工
・
改
造
と
い
う
故
意
行
為
と
に
重
き
を
置
い
て
リ
ス
ク
配
分
を
す
る

も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
せ
ず
、
加
工
・
改
造
も
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
契

約
時
の
決
定
や
買
主
の
故
意
行
為
を
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
重
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
解
除
原
因
の
不
知
に

着
目
し
、
仮
定
的
因
果
関
係
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
売
主
の
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
と
の
因
果

関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
売
主
負
担
を
正
当
化
で
き
る
こ
と
に
な
る
。〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
当
該
行
為
を
し
な
か
っ

た
か
否
か
〉
と
い
う
基
準
は
、
買
主
が
受
領
物
を
自
己
の
物
と
信
頼
し
て
い
よ
う
と
も
、
た
と
え
ば
故
意
的
破
壊
行
為
に
つ
い
て
は
免
責

さ
れ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
意
的
破
壊
行
為
は
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
し
た
で
あ
ろ
う
行
為
と
い

い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
加
工
・
改
造
は
、
わ
ざ
わ
ざ
出
費
を
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

ま
さ
に
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
こ
の
他
、
加
工
・
改
造
後
に
も
な
お
、
加
工
・
改
造
物
中
に
、
給
付
さ
れ
た
契
約
不
適
合
物
の
価
値
が
残
る
場
合
の
清
算
の

あ
り
方
を
検
討
し
た
。
本
稿
で
の
検
討
結
果
は
、
こ
こ
で
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
的
理
解
と
は
異
な
る
結
論
を
支
持
し
た
。
加

工
・
改
造
物
に
占
め
る
不
適
合
物
の
価
値
を
買
主
に
償
還
さ
せ
る
こ
と
は
、
買
主
が
望
ま
な
い
そ
の
物
を
押
し
付
け
ら
れ
た
に
等
し
い
結

果
を
生
む
。
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
三
四
六
条
の
詳
細
な
規
定
構
造
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
の
返
還
に
よ
る
清
算
が

否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
我
が
国
で
は
、
よ
り
柔
軟
に
、
不
適
合
物
の
給
付
を
さ
れ
た
買
主
を
救
済
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

）
四
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

四
七

冒
頭
事
例
に
お
い
て
買
主
の
解
除
を
認
め
つ
つ
買
主
に
価
額
償
還
義
務
を
課
す
（
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す

る
）
の
で
あ
れ
ば
、
解
除
を
認
め
る
意
味
が
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
是
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
解
除
を
認

め
ず
と
も
、
買
主
が
契
約
不
適
合
に
つ
き
代
金
減
額
請
求
を
す
れ
ば
足
り
る
。
近
時
我
が
国
で
は
、
買
主
（
返
還
債
務
者
）
が
原
物
返
還

不
能
な
場
合
に
は
原
則
と
し
て
価
額
償
還
義
務
を
負
う
も
の
の
、
当
該
返
還
不
能
に
つ
き
売
主
（
返
還
債
権
者
）
に
責
任
が
あ
る
場
合
に

は
例
外
を
認
め
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
見
解
を
前
提
と
し
た
と
し
て
も
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
返
還
不
能
を
売
主
の
義

務
違
反
と
結
び
つ
け
る
論
理
は
、
右
有
力
説
に
対
し
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
例
外
的
に
売
主
負
担
と
す
る
選
択

肢
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
付
記
】
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
・
課
題
番
号19K

13570

）
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
） 

本
事
例
は
、M
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を
基
と
し
た
。
な
お
、
議
論
の
混
乱
を
避
け
る
べ
く
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
引
き
渡
さ
れ
た
ゴ
ム
に
は
品
質
の
契
約
不

適
合
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
く
。

（
2
） 

大
判
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
二
月
九
日
民
録
一
八
輯
八
三
頁
で
は
、
立
木
の
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
も
の
の
、
一
部
の
立
木
に
は
既
に

買
主
に
よ
る
加
工
が
な
さ
れ
て
お
り
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
。
当
事
者
間
の
契
約
は
、
山
林
五
町
一
反
一
畝
一
五
歩
に

生
立
す
る
松
杉
立
木
の
代
金
二
〇
〇
〇
円
で
の
売
買
契
約
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
売
主
（
被
告
）
が
当
該
立
木
の
所
有
権
を
訴
外
所
有
者
か
ら
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
買
主
（
原
告
）
は
、
売
買
契
約
を
解
除
し
、
支
払
済
み
の
売
買
代
金
の
返
還
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、
被
告
で
あ
る
売
主
は
、
立
木
中
五
七
本
を
買
主
が
既
に
伐
採
し
、
そ
の
う
ち
一
五
本
に
加
工
が
な
さ
れ
返
還
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る

）
四
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

四
八

こ
と
か
ら
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
の
適
用
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
し
た
と
抗
弁
し
た
。
原
審
は
、
買
主
の
解
除
権
が
改
正
前
五
四
八
条
一
項
に
よ

り
消
滅
し
た
と
し
て
原
告
（
買
主
）
の
請
求
を
棄
却
し
た
の
に
対
し
、
大
審
院
は
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
原
審
へ
差
し
戻
し
た
。

大
審
院
は
、
ま
ず
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
の
趣
旨
に
つ
き
、「
民
法
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
契
約
当
事
者
一
方
ノ
解
除
権
行
使
ニ

因
リ
相
手
方
ヲ
原
状
ニ
復
セ
シ
ム
ル
ニ
付
キ
不
確
実
ナ
ル
損
害
賠
償
ノ
方
法
ニ
依
ル
ノ
外
適
当
ニ
其
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
カ

如
キ
場
合
ヲ
予
想
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
説
く
。
こ
の
点
は
、
同
条
の
起
草
者
で
あ
る
梅
謙
次
郎
の
理
解
と
同
様
で
あ
る
（
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之

三
債
権
編
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）
四
六
〇
頁
。
な
お
、
こ
う
し
た
理
解
か
ら
も
、
契
約
解
除
が
認
め
ら
れ
る
改
正
前
五
四
八
条
二
項
の
場
合

に
は
、
返
還
不
能
等
の
リ
ス
ク
を
売
主
が
負
担
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
）。

大
審
院
判
決
は
、
こ
う
し
た
制
度
趣
旨
理
解
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
契
約
ノ
目
的
物
数
多
ア
ル
場
合
ニ
其
中
重
要
ナ
ラ
サ
ル
僅
少

ノ
部
分
ニ
加
工
シ
テ
之
ヲ
他
ノ
種
類
ノ
物
ニ
変
シ
又
ハ
之
ヲ
返
還
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
モ
尚
ホ
多
大
ノ
部
分
残
存
シ
一
般
取
引
ノ
観
念

ニ
於
テ
原
状
回
復
ノ
目
的
ヲ
適
当
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
ト
キ
ノ
如
キ
ハ
同
法
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
解
除
権
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
法
意
ニ
ア
ラ
ス
ト
解

ス
ル
ヲ
当
然
ト
ス
」。
そ
し
て
、
当
該
事
案
に
お
い
て
も
、
買
主
が
既
に
し
た
加
工
部
分
は
僅
少
で
あ
り
、
残
余
の
部
分
が
返
還
で
き
る
の
で
あ
る

か
ら
、「
一
概
ニ
其
売
買
ノ
解
除
ヲ
全
然
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
謂
ウ
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
て
、
原
判
決
に
は
違
法
が
あ
る
と
判
断
し
て
破
棄
・
差
戻
し

を
し
た
。

本
判
決
は
、
受
領
物
の
返
還
が
で
き
な
い
場
合
に
損
害
賠
償
の
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
算
定
の
「
不
確
実
」
さ
ゆ
え
に
避
け
ら
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
点
か
ら
改
正
前
五
四
八
条
一
項
の
解
除
権
消
滅
の
制
度
が
存
在
す
る
と
し
つ
つ
も
、
当
該
具
体
的
事
案
に
お
い
て
は
、
加
工
済
み
部
分

の
僅
少
さ
か
ら
契
約
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
余
地
を
肯
定
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
判
決
が
「
全
然
」
解
除
を
認
め
な
い
原
審
判
決
を
破
棄
し
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、〈
同
判
決
は
、
契
約
の
全
部
解
除
を
認
め
た
う
え
で
加
工
部
分
の
損
害
賠
償
義
務
を
例
外
的
に
認
め
た
〉
と
見
る
べ
き
か
、
あ
る
い

は
〈
同
判
決
は
、
返
還
可
能
な
部
分
に
限
っ
た
契
約
の
一
部
解
除
を
認
め
た
〉
と
見
る
べ
き
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
判
決
文
の
論
理
展

開
か
ら
す
れ
ば
前
者
の
理
解
が
自
然
な
よ
う
に
思
え
、
学
説
に
お
い
て
も
本
判
決
を
前
者
の
意
味
で
理
解
す
る
も
の
が
あ
る
。
我
妻
栄
『
債
権
各
論

上
巻
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
四
年
）
二
〇
六
─
二
〇
七
頁
、
小
野
秀
誠
『
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
　
危
険
負
担
』（
一
粒
社
・
一
九
九
九
年
）

三
一
二
─
三
一
三
頁
。

）
四
八
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

四
九

こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
を
、（
右
の
い
ず
れ
で
も
な
く
）
契
約
の
全
部
解
除
を
認
め
た
う
え
で
加
工
済
み
部
分
の
損
害
賠
償
を
不
要
と
す
る
判
決

（
＝
加
工
済
み
立
木
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
し
た
判
決
）
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
本
判
決
の
論
理
展
開
か
ら
す
れ
ば
難
し
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
で
は
、
冒
頭
事
例
と
異
な
り
、
買
主
の
加
工
対
象
に
品
質
の
契
約
不
適
合
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
買
主
が
加
工

し
た
対
象
そ
れ
自
体
に
は
瑕
疵
が
な
か
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
冒
頭
事
例
の
よ
う
に
物
自
体
に
欠
陥
が
存
在
し
、
買
主
の
加
工
が
無
駄
に
終
わ
っ
た

場
合
に
つ
い
て
は
、
別
途
そ
の
リ
ス
ク
配
分
を
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
3
） 

契
約
対
象
と
さ
れ
た
ゴ
ム
が
種
類
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
た
ゴ
ム
に
強
度
が
不
足
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
同
種
類
の
他

の
ゴ
ム
で
あ
れ
ば
契
約
目
的
を
達
成
し
う
る
場
合
、
瑕
疵
あ
る
種
類
物
の
引
渡
し
で
は
民
法
四
〇
一
条
二
項
の
種
類
債
権
の
特
定
が
生
じ
な
い
と
考

え
る
な
ら
ば
、
買
主
は
、（
受
領
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
を
負
う
も
の
の
）
な
お
売
主
に
対
し
て
瑕
疵
の
な
い
ゴ
ム
の
引
渡
し
を
請
求
で
き
る
こ
と

に
な
ろ
う
か
。

（
4
） 

改
正
前
の
段
階
か
ら
解
除
の
可
否
と
リ
ス
ク
負
担
と
を
切
り
離
す
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
契
約
不
適
合
物
の
危
険

移
転
法
理

─
危
険
の
移
転
と
解
除
に
よ
る
そ
の
回
帰
」
日
法
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
八
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

潮
見
佳
男
『〈
法
律
学
の
森
〉
新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
信
山
社
・
二
〇
一
七
年
）
六
〇
一
頁
以
下
、
中
田
裕
康
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
七

年
）
二
三
〇
頁
以
下
、
山
本
豊
ほ
か
『〈
有
斐
閣
ア
ル
マ
〉
民
法
五
契
約
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
八
年
）
九
八
─
九
九
頁
〔
山
本
豊
執
筆
〕
な
ど
。

（
6
） 

た
と
え
ば
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅳ
─
１
契
約
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
二
〇
二
頁
、
潮
見
佳
男
『
基
本
講
義
　
債
権
各
論
Ⅰ
　
契
約

法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
〈
第
三
版
〉』（
新
世
社
・
二
〇
一
七
年
）
六
三
頁
。
ま
た
、
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
で
の
審
議
で
は
、

第
一
分
科
会
第
二
回
会
議
議
事
録
五
四
頁
で
の
鹿
野
菜
穂
子
幹
事
発
言
も
同
旨
。
さ
ら
に
、
最
判
昭
和
五
一
年
二
月
一
三
日
民
集
三
〇
巻
一
号
一
頁

（
改
正
前
五
六
一
条
に
よ
る
解
除
の
事
案
）
も
、
買
主
の
目
的
物
返
還
不
能
に
つ
き
売
主
が
有
責
で
あ
る
場
合
に
、
買
主
が
価
額
償
還
義
務
を
負
わ

な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

（
7
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
一
六
─
一
七
頁
。
同
提
案
に
対
す
る

検
討
文
献
と
し
て
、
円
谷
峻
編
『
民
法
改
正
案
の
検
討
　
第
一
巻
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
三
年
）
九
九
頁
以
下
〔
松
尾
弘
執
筆
〕。

（
8
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」
一
九
頁
。

）
四
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
〇

（
9
） 

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
（
概
要
付
き
）」
五
〇
頁
。

（
10
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
一
分
科
会
第
二
回
会
議
議
事
録
五
六
頁
〔
潮
見
佳
男
幹
事
発
言
〕。

（
11
） 
中
田
・
前
掲
注（
５
）二
四
三
頁
は
、「
現
行
法
の
規
律
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
売
買
契
約
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
買
主
が

そ
れ
を
知
ら
な
い
ま
ま
費
消
や
加
工
等
し
た
場
合
に
も
、
解
除
権
が
消
滅
す
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
そ
の
分
に
つ
い
て
の
価
額
返
還
で
足
り
る
は
ず

だ
と
の
指
摘
が
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
本
文
で
挙
げ
た
中
間
試
案
の
概
要
や
、「
不
完
全
な
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
費
消
な
い
し
加
工
し

た
場
合
に
、
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
解
す
べ
き
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
藤
岡
康
宏
ほ
か
『
民
法
Ⅳ
債
権
各
論
〔
第
三
版
補
訂
〕
有
斐

閣
Ｓ
シ
リ
ー
ズ
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
四
九
頁
〔
磯
村
保
執
筆
〕
を
引
用
し
て
い
る
。

（
12
） 

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
法
制
審
議
会
に
お
い
て
内
田
貴
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
一
分
科
会
第
二

回
会
議
議
事
録
五
四
─
五
六
頁
〔
内
田
貴
委
員
発
言
〕。
内
田
は
、「
受
け
取
っ
た
価
値
の
低
い
も
の
を
価
格
で
返
す
」
と
な
れ
ば
、「
結
果
的
に
は

減
額
を
す
る
の
と
同
じ
に
な
る
」
と
指
摘
し
、
五
四
八
条
削
除
案
の
メ
リ
ッ
ト
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
問
題
と
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
内
田
は
、

返
還
債
務
者
の
「
価
値
の
返
還
義
務
が
一
定
の
場
合
に
な
く
な
る
、
あ
る
い
は
小
さ
く
な
る
」
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
五
四
八
条
を
削
除
す
る
こ

と
で
結
論
に
差
が
生
じ
、
同
条
を
削
除
す
る
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
潮
見
佳
男
は
、
解
除
を
認
め
た
う
え
で
価
額
償
還
義
務
を
課
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
償
還
す
べ
き
価
額
の
算
定
や
代
金
減
額
の
考

え
方
次
第
で
両
者
は
必
ず
し
も
同
じ
結
論
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
（
同
議
事
録
五
五
頁
）、
仮
に
結
果
が
同
じ
に
な
ろ
う
と
も
、

加
工
・
改
造
に
よ
り
解
除
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
自
体
を
問
題
視
す
る
（
同
議
事
録
五
六
頁
）。

（
13
） 

拙
稿
「
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

─
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷
」
日
法
八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
五
頁
以
下
。

（
14
） 

二
〇
〇
二
年
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
関
連
条
文
（
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』（
日
本
評
論
社
・

一
九
九
五
年
）
お
よ
び
椿
寿
夫
・
右
近
健
男
編
『
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
八
年
）
を
参
照
し
た
）

【
旧
第
四
六
七
条
】

約
定
解
除
に
適
用
さ
れ
る
第
三
四
六
条
か
ら
第
三
四
八
条
ま
で
、
第
三
五
〇
条
か
ら
第
三
五
四
条
ま
で
、
お
よ
び
第
三
五
六
条
の
規
定
は
、
瑕
疵

担
保
解
除
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
五
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
瑕
疵
が
物
の
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
は
排
除

）
五
一
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
一

さ
れ
な
い
。
売
主
は
、
買
主
に
対
し
、
契
約
費
用
を
も
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
旧
第
三
五
〇
条
】

解
除
は
、
解
除
権
者
の
受
領
し
た
対
象
が
偶
然
に
よ
り
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
。

【
旧
第
三
五
一
条
】

解
除
は
、
受
領
し
た
対
象
の
著
し
い
損
傷
、
滅
失
そ
の
他
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
、
解
除
権
者
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
、
排
除
さ
れ
る
。
対
象

の
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
、
著
し
い
損
傷
と
同
様
と
し
、
第
二
七
八
条
に
よ
り
解
除
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
他
人
の
過
失
は
、
権
限
者
自
身
の
過

失
と
同
様
と
す
る
。

【
旧
第
三
五
二
条
】

解
除
は
、
解
除
権
者
が
受
領
し
た
物
を
加
工
ま
た
は
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
変
え
た
場
合
に
、
排
除
さ
れ
る
。

（
15
） 

「
加
工
」・「
改
造
」
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
と
し
て
は
、“V

erarbeitung ”

と“U
m

gestaltung ”

の
ほ
か
、“U

m
bildung ”

も
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
、“V

erarbeitung ”

を
加
工
と
、“U

m
gestaltung ”

や“U
m

bildung ”

を
改
造
と
訳
す
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
も

こ
れ
に
倣
う
こ
と
と
す
る
。
椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
・
前
掲
注（
14
）二
七
五
頁
〔
青
野
博
之
執
筆
〕、
お
よ
び
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
＝
マ

リ
ー
ナ
・
ヴ
ェ
レ
ン
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
大
場
浩
之
＝
水
津
太
郎
＝
鳥
山
泰
志
＝
根
本
尚
徳
訳
）『
ド
イ
ツ
物
権
法
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
六
年
）
の
条
文

資
料
〔
鳥
山
訳
〕
を
参
照
。

（
16
） 

ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
の
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
岡
孝
編
『
契
約
法
に
お
け
る
現
代
化
の
課
題
』（
法
政
大
学
出
版
局
・
二
〇
〇
二
年
）
を
参

照
し
た
。
な
お
、
三
四
六
条
の
一
般
的
説
明
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
４
）八
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

【
第
三
四
六
条
（
解
除
の
効
果
）】

１ 

　
契
約
当
事
者
が
契
約
に
よ
り
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
ま
た
は
法
定
解
除
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
受
領

し
た
給
付
を
返
還
し
、
か
つ
、
収
取
し
た
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
に
代
え
て
、
価
額
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
が
、
取
得
し
た
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
き

）
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
二

　
⑵
　
債
務
者
が
受
領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き

　
⑶ 

　
受
領
し
た
対
象
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
用
法
に
従
っ
て
使
用
に
置
い
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
傷
に
つ
い
て
は
こ

の
限
り
で
な
い

契
約
に
お
い
て
反
対
給
付
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
反
対
給
付
は
、
価
額
償
還
の
算
定
に
際
し
て
基
礎
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
費
貸
借
の
使
用
利
益
に
関
す
る
価
額
償
還
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
使
用
利
益
の
価
値
が
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
価
額
償
還
義
務
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
消
滅
す
る
。

　
⑴
　
解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
、
対
象
の
加
工
ま
た
は
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き

　
⑵
　
債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
損
害
が
債
権
者
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き

　
⑶ 

　
法
定
解
除
権
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
用
い
る
べ
き
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

損
傷
ま
た
は
滅
失
が
解
除
権
者
の
許
で
生
じ
た
と
き

残
存
す
る
利
得
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 

　
債
権
者
は
、
本
条
第
一
項
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
第
二
八
〇
条
か
ら
第
二
八
三
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
17
） T

hom
as L

O
B

IN
G

E
R

, in: H
ans T

heodor S
O

E
R

G
E

L
 K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
and 5/3, S

chuldrecht 3/3, 2009, §
346 

R
dN

r.108. 

実
は
こ
う
し
た
論
理
は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
が
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
ら
れ
る
場

合
で
も
、
買
主
は
売
主
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
で
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と

す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
の
見
解
に
つ
き
、
後
掲
注（
24
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
） 

エ
ル
ン
ス
ト
は
、
こ
の
解
釈
に
あ
た
り
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
を
規
定
す
る
ド
イ
ツ
民
法
八
一
八
条
三
項
に
関
す
る
フ
ル
ー
メ
の
見
解
を
持
ち
出

し
て
い
る
。
こ
こ
で
フ
ル
ー
メ
の
見
解
と
は
、
買
主
の
契
約
時
の
決
定
に
着
目
し
て
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
生
じ

た
滅
失
・
損
傷
の
買
主
負
担
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
同
理
論
に
つ
い
て
の
我
が
国
で
の
近
時
の
論
稿
と
し
て
、
湯
川
益
英
「
給
付
不
当
利
得
の
消
滅

と
受
領
者
の
『
財
産
上
の
決
定
』

─
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
フ
ル
ー
メ
の
給
付
不
当
利
得
論
」
獨
協
法
学
一
〇
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
以
下
。

）
五
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
三

（
19
） W

olfgang E
R

N
S

T
, S

achm
ängelhaftung und G

efahrtragung, in; F
estschrift für U

lrich H
uber zum

 siebzigsten G
eburtstag, 

2006, S
.216, 235 f. 

こ
の
ほ
か
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
メ
デ
ィ
ク
ス
の
主
張
に
よ
っ
て
も
、
改
正
法
の
も
と
で
買
主
負
担
と
な
る
余
地
が
あ
る
。
メ

デ
ィ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
三
四
六
条
三
項
二
文
は
、
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
返
還
債
務
者
（
買
主
）
が
利
得
を
得
る
こ
と
を
禁
止
し
た
と
解
釈
で
き
る

も
の
で
あ
り
、
残
っ
た
利
得
を
返
還
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
法
定
解
除
権
者
で
あ
る
買
主
の
許
で
物
の
損
傷
が
生
じ
、
そ
れ
が
不
可

抗
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
に
よ
り
買
主
が
免
責
さ
れ
よ
う
と
も
、
返
還
債
務
者
（
買
主
）
は
も
は
や
支
払
済
み
の

売
買
代
金
の
全
額
を
返
還
し
て
も
ら
え
ず
、
瑕
疵
ゆ
え
に
余
計
に
払
い
す
ぎ
た
分
が
返
還
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
結
果
と
し
て
、
解
除
は
代

金
減
額
権
へ
と
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ク
ス
の
理
解
か
ら
し
て
も
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還

不
能
リ
ス
ク
が
買
主
負
担
と
な
り
う
る
。 D

ieter M
E

D
IC

U
S

, in; E
gon L

O
R

E
N

Z
 

（H
rsg.

）, K
arlsruher F

orum
 2005: 

S
chuldrechtsm

odernisierung - E
rfahrungen seit dem

 1. Januar 2002, S
.205.

（
20
） 

こ
の
点
を
指
摘
す
る
の
は
、F

ranz M
E

D
IC

U
S

, D
ie V

ollziehung der R
ückgew

ähr bei der W
andelung : ein B

eitrag zur 

E
rläuterung des §

467 B
G

B
., 1914, S

.53; E
rnst K

A
U

F
M

A
N

N
, W

elchen E
influss hat eine vom

 K
äufer vorgenom

m
ene 

V
erfügung über die K

aufsache auf die aedilizischen R
echtsm

ittel?, 1901, S
.48.

（
21
） R

olf K
N

Ü
T

E
L

 / B
erthold K

U
P

IS
C

H
 / H

ans H
erm

ann S
E

IL
E

R
 / O

kko B
E

H
R

E
N

D
S

 

（H
rsg.

）, C
orpus Iuris C

ivils. T
ext 

und Ü
bersetzung, B

and 

Ⅳ, 2005, S
.39, 41. 

邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
京
都
大
学
西
洋
法
史
研
究
会
「
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
編
纂
邦
訳
⑹
」

法
学
論
叢
六
四
巻
五
号
（
一
九
五
八
年
）
九
頁
お
よ
び
一
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
22
） 

ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
加
工
・
改
造
行
為
を
、
①
瑕
疵
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
改
良
行
為
、
②
損
傷
行
為
、
③
変
更
行
為
と
に
分
類
す
る
。
本
文

で
挙
げ
た
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
の
見
解
は
、
狭
義
の
加
工
・
改
造
を
意
味
す
る
③
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
②
の
と
き
に

は
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
の
に
対
し
、
①
の
と
き
に
は
当
該
加
工
・
改
造
行
為
を
買
主
の
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
と
み
な
す
べ
き
で
は

な
い
と
し
て
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
。G

ustav H
A

N
A

U
S
E

K
, D

ie H
aftung des V

erkäufers für die beschaffenheit 

der W
aare nach röm

ischem
 und gem

einem
 R

echt m
it besonderer B

erücksichtigung des H
andelsrechts, 1 A

bth., 1883, S
.147.

（
23
） 

改
造
後
も
な
お
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
瑕
疵
担
保
解
除
が
許
さ
れ
る
と
の
理
解
は
、
当
時
の
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。
た
と

）
五
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
四

え
ば
、F

riedrich C
hristian G

E
S

T
E

R
D

IN
G

, S
ieben A

bhandlungen aus der L
ehre vom

 E
dict der A

edilen über verkäufliche 

G
egenstände und besonders von der actio redhibitoria, in: Z

eitschrift für C
ivilrecht und P

rozeß, B
d.6, 1833, S

.39 ff.
（
24
） 
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
こ
の
議
論
に
あ
た
り
、
瑕
疵
を
知
っ
た
う
え
で
の
改
造
か
否
か
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ

ク
は
、
買
主
が
物
を
使
用
す
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
改
造
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
場
合
、
権
利
の
放
棄
と
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
買
主
は
売
主
に
生
じ

た
不
利
益
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
場
合
の
改
造
は
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
こ
の
文
脈
で
瑕
疵
の
認
識
の
有
無
を
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
が
、
消
費
行
為

に
つ
い
て
論
ず
る
際
に
は
瑕
疵
の
知
・
不
知
で
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
と
の
対
比
か
ら
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
新
し
い
物
へ
の
改
造
に
至
っ
て
お
ら
ず
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
瑕
疵
担
保
解
除
を
し

た
買
主
に
は
自
ら
し
た
改
造
を
通
し
て
生
じ
た
不
利
益
を
売
主
に
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
。
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
賠
償
義

務
か
ら
逃
れ
た
い
買
主
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
右
で
述
べ
た
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
消
費
し
た
場
合
（
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
が
瑕

疵
担
保
解
除
を
な
お
認
め
る
場
合
）
で
も
同
様
で
あ
り
、
解
除
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
主
は
得
ら
れ
た
も
の
を
す
べ
て
返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
賠
償
義
務
が
あ
る
と
説
い
て
い
た
。

以
上
に
つ
き
、G

ustav H
A

N
A

U
S

E
K

, a. a. O
. 

（F
n.22

）, S
.147 f.

（
25
） G

ustav H
A

N
A

U
S

E
K

, D
ie H

aftung des V
erkäufers für die beschaffenheit der W

aare nach röm
ischem

 und gem
einem

 R
echt 

m
it besonderer B

erücksichtigung des H
andelsrechts, 2. A

bth., 1. H
älfte, 1884, S

.66.

（
26
） 

バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
三
二
四
条
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（N

eudrucke P
rivatrechtlicher K

odifikationen und E
ntw

ürfe des 19. 

Jahrhunderts, B
and 3, E

ntw
urf eines B

ürgerlichen G
esetzbuchs für das K

önigreich B
ayern, 1973, S

.107. 

な
お
、
邦
訳
に
あ
た
っ

て
は
、
本
田
純
一
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
⑴

─
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
理
論
展
開
を
中
心
と
し
て
」
成
城
法
学
一
号
（
一
九
七
八
年
）

三
〇
〇
頁
を
参
照
し
た
）。

【
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
三
二
四
条
】

売
却
さ
れ
た
物
が
、
占
有
移
転
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
瑕
疵
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
主
張
以
前
に
、
別
の
偶
然
の
事
情
に

）
五
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
五

よ
っ
て
滅
失
し
、
ま
た
は
買
主
の
占
有
を
離
れ
、
も
し
く
は
以
前
の
形
で
返
還
さ
れ
え
な
い
ほ
ど
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
買
主
は
売
買
代
金
の
減
額

の
み
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
27
） U

lrich H
U

B
E

R
, in: H

ans T
heodor S

O
E

R
G

E
L

, B
G

B
., B

and 3, 12. A
uflage, 1991, §

467 R
dN

r. 65 f., 14a.

（
28
） 
前
掲
注（
19
）で
紹
介
し
た
メ
デ
ィ
ク
ス
の
理
解
も
同
様
に
批
判
さ
れ
る
。Y

ves D
Ö

L
L

, R
ückgew

ährstörungen beim
 R

ücktritt, 2011, 

S
.341

は
、
メ
デ
ィ
ク
ス
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
の
評
価
と
矛
盾
す
る
の
み
な
ら
ず
、
偶
然
に
よ
る
滅
失
・
損
傷
の
場
合
で

す
ら
解
除
権
者
（
返
還
債
務
者
）
負
担
と
い
う
帰
結
を
生
み
、（
草
案
理
由
書
お
よ
び
諸
学
説
に
よ
り
、
改
正
法
は
旧
三
五
〇
条
よ
り
も
危
険
の
跳

ね
戻
り
の
範
囲
を
広
げ
た
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
反
し
）
改
正
前
よ
り
も
、
返
還
債
務
者
に
厳
し
い
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。
事
実
、
メ
デ
ィ
ク
ス
自
身
も
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
自
ら
の
提
案
が
大
胆
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

D
ieter M

E
D

IC
U

S
, a. a. O

. 
（F

n.19

）, S
.205.

（
29
） B

T
-D

rucks.14 / 6040, S
.196.

（
30
） D

agm
ar K

A
IS

E
R

, in: S
taudingers K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
uch 2, 2012, §

346 R
dN

r.219. 

こ
う
し
た
理
解
か
ら
、
三
四
六
条
三

項
二
文
の
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
三
四
六
条
二
項
や
三
項
一
文
の
価
値
判
断
を
前
提
に
す
べ
き
と
主
張
さ
れ
、
返
還
債
務
者
が
受
け
取
っ

た
物
そ
の
も
の
や
そ
の
価
値
は
こ
こ
で
の
残
存
利
得
と
は
な
ら
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
。
三
項
二
文
で
は
、
受
領
物
を
使
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
利

益
や
物
自
体
の
代
償
な
ど
、
受
領
物
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
四
六
条
三
項
二
文
は
、
ド
イ
ツ
民
法

二
八
五
条
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
に
つ
き
、M

artin S
C

H
W

A
B

, a. a. O
. 

（F
n.1

）, S
.370; Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.341 f.

を
参
照
。

そ
し
て
、
不
当
利
得
法
に
お
け
る
利
得
消
滅
の
抗
弁
（
ド
イ
ツ
民
法
八
一
八
条
三
項
）
や
厳
格
責
任
（
ド
イ
ツ
民
法
八
一
九
条
）
に
つ
い
て
も
、

あ
く
ま
で
こ
う
し
た
解
除
効
果
規
定
体
系
と
矛
盾
し
な
い
限
度
で
の
み
適
用
の
対
象
に
な
る
と
説
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、
八
一
八
条
三
項
の
利
得
消

滅
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
加
工
・
改
造
製
品
が
壊
れ
た
り
盗
ま
れ
た
り
し
た
場
合
に
そ
の
適
用
を
認
め
る
。Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, 

S
.353. 

ま
た
、
厳
格
責
任
に
つ
い
て
も
、
解
除
原
因
の
認
識
前
の
買
主
に
は
そ
の
受
領
物
が
以
後
も
自
己
の
物
で
あ
り
続
け
る
こ
と
へ
の
信
頼
が

あ
り
、
こ
れ
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
、
解
除
原
因
の
認
識
後
か
ら
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。R

einhard G
A

IE
R

, in: M
ünchener 

）
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
六

K
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

and 3, 2019, §
346 R

dN
r.58; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.218; H

elm
ut G

R
O

T
H

E
, 

in: H
einz G

eorg B
am

berger / H
erbert R

oth, K
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

and 1, 2012, §
346 R

dN
r.57.

（
31
） 
こ
の
点
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
４
）八
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
32
） W

erner S
C

H
U

B
E

R
T

 

（H
rsg.

）, D
ie V

orlagen der R
edaktoren für die erste K

om
m

ission zur A
usarbeitung des E

ntw
urfs 

eines B
ürgerlichen G

esetzbuches, R
echt der S

chuldverhältnisse, T
eil 1, 1980, S

.376.

（
33
） H

orst H
einrich JA

K
O

B
S

 und W
erner S

C
H

U
B

E
R

T
, D

ie B
eratung des B

ürgerlichen G
esetzbuchs in system

atischer 

Z
usam

m
enstellung der unveroffentlichten Q

uellen, R
echt der S

chuldverhältnisse I, 1978, S
.572 f.

（
34
） 

ラ
テ
ン
語
の“specificatio ”

に
相
当
す
る
用
語
で
あ
り
、
以
下
の
文
献
で
は
、
こ
れ
が
加
工
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
栗
生
武
夫
「
加
工
の
歴
史
」

『
入
會
の
歴
史
其
他
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
四
三
年
）
九
三
頁
以
下
、
原
田
慶
吉
『
ロ
ー
マ
法
〔
有
斐
閣
全
書
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
五
五
年
）

一
〇
七
頁
、
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ル
ツ
（
眞
田
芳
憲
＝
森
光
訳
）『
ロ
ー
マ
法
の
原
理
』（
中
央
大
学
出
版
部
・
二
〇
〇
三
年
）
三
九
頁
。
こ
の
点
で
、

F
ranz M

E
D

IC
U

S
, a. a. O

. 

（F
n.20

）, S
.54

も
参
照
。

（
35
） 

部
分
草
案
三
二
条
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
編
集
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
九
二
条
と
な
っ
た
後
、
約
定
解
除
の
効
果
を
詳
細
に
規
定
し
、
こ

れ
を
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
す
る
体
系
が
採
ら
れ
た
関
係
で
、
約
定
解
除
の
規
定
と
瑕
疵
担
保
解
除
の
規
定
と
に
分
解
さ
れ
た
（
約
定
解
除
の
規
定

を
準
用
す
る
体
系
に
な
っ
た
こ
と
を
、
解
除
制
度
の
沿
革
史
か
ら
説
明
す
る
の
は
、
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
グ
・
レ
ー
ザ
ー
（
福
田
清
明
訳
）「
日
本
民

法
と
の
比
較
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
典
の
解
除
制
度
の
発
展
史
」
西
村
重
雄
＝
児
玉
寛
編
『
日
本
民
法
典
と
西
欧
法
伝
統

─
日
本
民
法
典
百
年
記

念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』（
九
州
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
〇
年
）
五
〇
六
頁
お
よ
び
五
一
〇
─
五
一
一
頁
）。

部
分
草
案
三
二
条
お
よ
び
編
集
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
九
二
条
の
う
ち
、
過
失
に
よ
る
滅
失
や
任
意
の
処
分
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
他
の
種
類
の

物
へ
の
変
更
の
場
合
に
瑕
疵
担
保
解
除
（W

andelung

）
が
排
除
さ
れ
る
と
の
規
律
は
、
そ
の
ま
ま
約
定
解
除
の
規
律
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
約
定

解
除
の
効
果
は
第
一
草
案
四
二
七
条
以
下
で
規
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
四
三
〇
条
三
号
で
、
解
除
が
許
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
、「
解
除
権
者
が
、
受

け
取
っ
た
物
を
加
工
ま
た
は
改
造
に
よ
っ
て
他
の
種
類
の
物
に
変
え
た
と
き
」
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
が
第
二
草
案
三
〇
二
条
二
号
に
引
き
継
が
れ
、

旧
三
五
二
条
に
結
実
す
る
。

）
五
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
七

他
方
、
部
分
草
案
三
二
条
に
お
け
る
改
造
の
例
外
規
定
部
分
は
、
瑕
疵
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
瑕
疵
担
保
解
除
固
有
の
規
律
と
し
て
第

一
草
案
三
八
七
条
に
整
理
さ
れ
た
。
第
一
草
案
三
八
七
条
二
号
に
は
、「
第
四
三
〇
条
三
号
の
規
定
は
、
瑕
疵
が
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き

は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
れ
が
第
二
草
案
四
〇
三
条
三
文
た
だ
し
書
と
な
り
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
結
実
し
た
。

以
上
に
つ
き
、H

orst H
einrich JA

K
O

B
S

 und W
erner S

C
H

U
B

E
R

T
, a. a. O

. 

（F
n.33

）, S
.582 f., 586; H

orst H
einrich JA

K
O

B
S

 

und W
erner S

C
H

U
B

E
R

T
, D

ie B
eratung des B

ürgerlichen G
esetzbuchs in system

atischer Z
usam

m
enstellung der 

unveroffentlichten Q
uellen, R

echt der S
chuldverhältnisse Ⅱ

, 1980, S
.170 ff.

（
36
） 

た
だ
し
、
第
一
草
案
理
由
書
で
は
、
加
工
に
よ
り
原
則
的
に
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
消
滅
す
る
理
由
と
し
て
、
加
工
は
、
物
の
滅
失
と
だ
け
で
な

く
、
返
還
を
不
可
能
に
す
る
任
意
の
処
分
と
も
同
様
の
取
扱
い
を
受
け
る
べ
き
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。B

enno M
U

G
D

A
N

, D
ie G

esam
ten 

M
aterialien zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch für das D
eutsche R

eich, B
and 2, 1979, M

otive, S
.128.

（
37
） 

本
田
・
前
掲
注（
26
）三
〇
三
頁
。

（
38
） 

小
野
秀
誠
『
給
付
障
害
と
危
険
の
法
理
』（
信
山
社
・
一
九
九
六
年
）
一
〇
一
頁
。
な
お
、
同
九
三
頁
注
⑹
お
よ
び
同
九
五
頁
注
⑾
も
参
照
。

ま
た
、
民
法
典
成
立
後
の
ド
イ
ツ
学
説
の
多
く
が
旧
三
五
〇
条
の
効
果
を
ほ
と
ん
ど
疑
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
同
一
〇
四
頁
は
、「
瑕
疵
が
あ

る
物
を
売
っ
た
売
主
よ
り
も
、
契
約
に
従
っ
た
買
主
の
利
益
を
優
先
す
る
べ
き
こ
と
、
瑕
疵
が
な
け
れ
ば
買
主
は
契
約
を
締
結
し
な
い
で
あ
ろ
う
か

ら
、
解
除
権
の
行
使
に
よ
っ
て
契
約
が
な
か
っ
た
の
と
同
じ
状
態
を
回
復
す
る
べ
き
こ
と
、
に
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
39
） G

eorg C
arl T

R
E

IT
S

C
H

K
E

, D
er K

aufcontract in besonderer B
eziehung auf den W

aarenhandel, 1838, S
.242 f. 

な
お
、

一
八
六
五
年
に
第
二
版
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
本
文
で
取
り
あ
げ
た
記
述
も
維
持
さ
れ
て
い
る
（
同
三
六
七
─
三
六
八
頁
）。

（
40
） 

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
に
つ
い
て
は
、N

eudrucke P
rivatrechtlicher K

odifikationen und E
ntw

ürfe des 19. Jahrhunderts, B
and 4, 

B
ürgerliches G

esetzbuch für das K
önigreich S

achsen von 1863 / 1865, S
111

を
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
つ
い
て
は
、N

eudrucke 

P
rivatrechtlicher K

odifikationen und E
ntw

ürfe des 19. Jahrhunderts, B
and 2, D

resdener E
ntw

urf eines allgem
einen deutschen 

G
esetzes über S

chuldverhältnisse von 1866, 1973, S
.37

を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
た
。

（
41
） 

平
田
公
夫
「
ド
イ
ツ
民
法
典
を
創
っ
た
人
び
と
⑵
」
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
五
八
号
（
一
九
八
一
年
）
二
四
頁
を
参
照
。）

五
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
八

（
42
） C

arl G
A

R
E

IS
, D

as S
tellen zur D

isposition nach m
odernem

 deutschem
 H

andelsrecht, 1870, S
.146 f.

（
43
） C

arl G
A

R
E

IS
, a. a. O

. 

（F
n.42

）, S
.147.

（
44
） O

A
G

 D
resden vom

 16. 2. 1847, S
euff. A

rch. Ⅱ
. N

r. 170.

（
45
） H

ans G
. L

E
S

E
R

, D
er R

ücktritt vom
 V

ertrag, 1975, S
.66.

（
46
） 

こ
こ
で
も
し
仮
に
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
関
す
る
第
一
委
員
会
で
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
物
の
加
工
・
改
造
は
物
の
滅
失
と
同
視
で
き
、
そ

れ
ゆ
え
に
帰
責
性
の
な
い
加
工
・
改
造
を
偶
然
滅
失
（
旧
三
五
〇
条
に
よ
り
売
主
負
担
）
と
同
様
に
評
価
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
解
除
権

を
排
除
す
る
旧
三
五
二
条
の
要
件
と
し
て
過
失
を
要
求
す
べ
き
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
を
定
め
る
旧
三
五
〇
条

と
区
別
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、F

riedrich S
C

H
O

L
L

M
E

Y
E

R
, in: K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch, 2.B

d., 

R
echt der S

chuldverhältnisse, E
rste H

älfte, 1900, S
,262 f.

（
47
） L

udw
ig E

N
N

E
C

C
E

R
U

S
, R

echt der S
chuldverhältnisse, 15.-17.A

ufl., 8.B
earb., 1922, S

.114 A
nm

.8; F
riedrich 

S
C

H
O

L
L

M
E

Y
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.46
）, S

,262 f.

（
48
） P

aul O
E

R
T

M
A

N
N

, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch und seinen N
ebengesetzen, B

ürgerliches G
esetzbuch, 

Z
w

eites B
uch, R

echt der S
chuldverhältnisse, E

rste A
bteilung, 5.A

uf., 1928,§
352 R

dN
r.1; H

ans C
O

N
Z

E
, D

er E
influß einer 

V
erfügung des K

äufers über die K
aufsache auf die ädilicischen R

echtsm
ittel : N

ach gem
einem

 R
echt und B

ürgerlichem
 

G
esetzbuch, D

iss., 1903, S
.63.

（
49
） L

udw
ig E

N
N

E
C

C
E

R
U

S
, a. a. O

. 

（F
n.47

）, S
.114 A

nm
.8; H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.65 f. 

こ
の
理
由
と
し
て
コ
ン
ツ
ェ

は
、
瑕
疵
が
既
に
「
現
れ
た
」
後
に
買
主
が
死
亡
し
、
し
か
し
そ
の
相
続
人
が
瑕
疵
に
つ
い
て
の
心
当
た
り
も
な
し
に
改
造
を
し
た
と
い
う
事
例
に

お
い
て
、
買
主
（
被
相
続
人
）
は
自
身
の
瑕
疵
担
保
解
除
権
を
失
う
こ
と
な
し
に
改
造
を
な
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
相
続
の
発
生
に
よ
っ
て
売

主
が
再
び
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
コ
ン
ツ
ェ
と
同
様
に
解
す
る
の
は
、F

ranz M
E

D
IC

U
S

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, 

S
.56 f.

（
50
） H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.63 f. 

な
お
、
エ
ン
ネ
ク
ツ
ェ
ル
ス
ら
が
加
工
・
改
造
に
は
通
常
過
失
が
あ
る
と
評
す
る
の
に
対
し
、

）
五
八
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
九

コ
ン
ツ
ェ
は
、
製
品
に
加
工
す
る
目
的
で
物
を
購
入
し
た
買
主
が
そ
れ
を
加
工
し
た
場
合
、
こ
の
買
主
に
帰
責
性
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
と
指
摘
し

て
い
る
。

（
51
） 
フ
ラ
ン
ツ
・
メ
デ
ィ
ク
ス
も
、
改
造
前
の
段
階
で
既
に
瑕
疵
が
現
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
買
主
の
過
失
を
問
う
こ
と
な
く
瑕
疵
担
保
解
除
権
を

排
除
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
、
旧
三
五
二
条
が
旧
三
五
一
条
と
区
別
し
て
過
失
を
問
題
と
し
な
か
っ
た
点
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
る
。

F
ranz M

E
D

IC
U

S
, a. a. O

. 

（F
n.20

）, S
.55.

（
52
） H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.64 f.; F

ranz M
E

D
IC

U
S

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, S
.55 f.

（
53
） 

当
時
は
、「（
瑕
疵
が
）
現
れ
た
」
と
の
要
件
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
同
文
言
を
必
ず
し
も
当
該
買
主
の
純
粋
な
瑕
疵
認
識
と
結
び
つ
け
て
解
さ

れ
な
か
っ
た
。
さ
す
が
に
、
同
要
件
を
純
粋
に
客
観
的
に
解
釈
し
、
瑕
疵
が
何
ら
か
の
形
で
現
れ
て
い
た
場
合
に
は
た
と
え
買
主
が
こ
れ
を
ま
っ
た

く
認
識
し
え
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
適
用
を
認
め
な
い
見
解
（E

rnst K
A

U
F

M
A

N
N

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, S
.50

）
は
、

そ
の
結
論
の
不
当
さ
が
批
判
さ
れ
、
同
文
言
に
瑕
疵
の
認
識
と
い
う
主
観
的
要
素
を
読
み
込
む
理
解
が
多
数
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
中
に

あ
っ
て
も
、
ラ
イ
ス
ト
ゥ
ナ
ー
の
よ
う
に
、
同
要
件
を
純
粋
に
主
観
的
な
要
件
と
理
解
し
て
買
主
の
瑕
疵
の
認
識
の
有
無
を
基
準
と
す
る
見
解

（Jakob L
E

IS
T

N
E

R
, D

ie H
aftung des V

erkäufers w
egen M

ängel der K
aufsache nach dem

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, 1900, 

S
.62

）
だ
け
で
な
く
、「
現
れ
た
」
と
の
文
言
は
明
ら
か
に
客
観
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
買
主
の
純
粋
な
認
識
は
重
視
す
べ
き
で
な
い

と
考
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.64 f.; A

lbin R
O

S
S

N
E

R
, D

er E
influß einer V

eräußerung und 

Z
w

angsvollstreckung des S
chuldgegenstandes auf R

ücktritts- und W
andelungsrecht, D

iss., 1911, S
.23.

（
54
） 

な
お
、
ド
イ
ツ
学
説
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
制
定
直
後
よ
り
、
改
造
後
に
0

0

瑕
疵
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
も
同
規
定
の
適
用
を
認
め

て
い
た
。H
einrich D

E
R

N
B

U
R

G
, D

as bürgerliche R
echt des D

eutschen R
eichs und P

reußens, B
and 2, D

ie S
chuldverhältnisse, 

2. A
bt., 4. A

ufl., 1915, S
.86; L

udw
ig E

N
N

E
C

C
E

R
U

S
, a. a. O

. 
（F

n.47

）, S
.331Ⅱ

1b

）.

（
55
） E

rnst W
O

L
F

, R
ücktritt, V

ertretenm
üssen und V

erschulden, A
cP

., 153, 1954, S
.135 ff. 

こ
の
理
解
が
連
邦
通
常
裁
判
所
に
採
用

さ
れ
、
通
説
的
理
解
と
な
っ
て
い
っ
た
。B

G
H

 vom
 10.11.1971－

V
III Z

R
 155/70－

N
JW

., 1972, S
.155 ff.

（
56
） W

erner S
C

H
U

B
E

R
T

 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n.32

）, S
.419.

）
五
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六
〇

（
57
） 

【
旧
四
六
四
条
】
買
主
は
、
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
瑕
疵
あ
る
物
を
受
領
す
る
場
合
、
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
受
領
の
際
に
留

保
す
る
と
き
に
の
み
、
第
四
六
二
条
お
よ
び
第
四
六
三
条
に
定
め
ら
れ
た
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
旧
四
六
四
条
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
既
に
、
北
居
功
に
よ
り
、
危
険
負
担
論
や
瑕
疵
担
保
責
任
論
、
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
論
と
の
関

係
も
含
め
た
詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
北
居
功
『
契
約
履
行
の
動
態
理
論
Ⅱ
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
三
年
）
二
七
六
頁
以
下
。

本
稿
の
検
討
も
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
58
） 

北
居
・
前
掲
注（
57
）一
七
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
59
） 

北
居
・
前
掲
注（
57
）二
七
六
頁
。

（
60
） 

北
居
・
前
掲
注（
57
）二
八
九
頁
注
四
七
を
参
照
。

（
61
） 

実
は
キ
ュ
ー
ベ
ル
の
起
草
し
た
部
分
草
案
に
は
、
契
約
締
結
時
の
取
得
者
の
主
観
を
問
う
部
分
草
案
二
四
条
は
存
在
す
る
も
の
の
、
受
領
時
の

取
得
者
の
主
観
を
問
う
旧
四
六
四
条
に
相
当
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
き
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
を
認
識
し
つ
つ
も
、
提

案
理
由
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
取
得
者
が
、
確
か
に
契
約
締
結
時
に
は
瑕
疵
の
存
在
や
保
証
さ
れ
た
性
状
の
不
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
も
の
の
、
引
渡
し
時
に
は
知
る
に
至
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
物
を
留
保
・
責
問
な
し
に
受
領
す
る
場
合
、
た
い
て
い
そ
こ
に
は
（
瑕
疵
に

も
か
か
わ
ら
ず
）
物
の
承
認
（B

illigung oder G
enehm

igung der S
ache

）
が
見
出
さ
れ
る
」。
そ
う
す
る
と
、
取
得
者
は
そ
の
後
に
瑕
疵
に
基

づ
く
権
利
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
こ
の
こ
と
を
特
段
法
律
に
定
め
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
。W

erner 

S
C

H
U

B
E

R
T

 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n.32

）, S
.416. 

こ
の
点
も
既
に
、
北
居
・
前
掲
注（
57
）一
七
二
頁
お
よ
び
二
七
六
頁
が
紹
介
し
て
い
る
。

（
62
） H

orst H
einrich JA

K
O

B
S

 / W
erner S

C
H

U
B

E
R

T
 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n.35

）, S
.135 ff. 

瑕
疵
を
認
識
し
て
の
留
保
な
き
受
領
に
よ

り
ど
の
よ
う
な
権
利
が
失
わ
れ
る
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
の
詳
細
は
、
北
居
・
前
掲
注（
57
）二
七
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
63
） 

た
と
え
ば
、
本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
下
）

─
解
除
に
基
づ
く
清
算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」
判
タ
五
五
七
号

（
一
九
八
五
年
）
四
一
頁
。
な
お
、
こ
の
本
田
の
指
摘
は
、
本
稿
Ⅳ
章
の
本
文
に
て
と
り
あ
げ
る
。

（
64
） 

こ
う
し
た
旧
三
二
七
条
二
文
お
よ
び
旧
三
五
〇
条
に
関
す
る
学
説
上
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
本
田
・
前
掲
注（
26
）三
〇
八
頁
以
下
、
小
野
・
前

掲
注（
38
）二
一
四
頁
以
下
、
お
よ
び
花
本
広
志
「
草
案
三
四
六
条
（
解
説
）」
下
森
定
＝
岡
孝
編
『
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
研
究
』（
法

）
六
一
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

六
一

政
大
学
出
版
局
・
一
九
九
六
年
）
九
一
頁
以
下
を
参
照
。
本
田
・
同
三
〇
八
頁
は
、「
通
説
的
な
考
え
方
は
、
…
法
定
解
除
の
場
合
に
は
ド
民

三
二
七
条
二
文
を
適
用
し
て
解
除
権
者
に
現
存
利
益
の
返
還
と
引
換
え
に
す
る
代
金
返
還
請
求
権
を
認
容
す
る
」
と
整
理
す
る
。

（
65
） U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.27

）, §
467 R

dN
r.63.

（
66
） 
こ
う
し
た
フ
ー
バ
ー
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
た
時
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
要
件
と
す
る
「
瑕
疵
が
現
れ
た
」
こ
と
に

な
る
。
瑕
疵
が
改
造
の
際
で
は
な
く
改
造
後
に
初
め
て
現
れ
た
と
き
に
は
、
な
お
さ
ら
瑕
疵
担
保
解
除
権
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、

フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
同
規
定
の
基
準
は
、
改
造
時
に
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
で
あ
り
、
瑕
疵
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
否
か
で
は
な
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
加
工
前
の
買
主
に
は
物
の
瑕
疵
を
調
査
す
る
義
務
が
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

U
lrich H

U
B

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.27

）, §
467 R

dN
r.65. 

旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
言
及
す
る
研
究
は
少
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
理
解
は
当
時

の
一
般
的
理
解
で
あ
る
よ
う
に
映
る
。H

einrich H
O

N
S

E
L

L
, in: S

taudingers K
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

uch 2, 1995, §
467 R

dN
r.11.

（
67
） 

こ
の
根
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
フ
ー
バ
ー
は
、
消
費
し
た
物
に
価
値
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
こ
こ
で
価
額
償
還
義
務
を
認
め
て
し
ま
え
ば
買

主
の
解
除
は
実
質
的
に
代
金
減
額
に
制
限
さ
れ
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
お
よ
び
そ
の
基
礎
に
あ
る
法
原
則

と
一
致
し
な
い
と
説
い
た
。U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.27

）, §
467 R

dN
r.69.

（
68
） F

lorian F
A

U
S

T
, in: JurisP

raxisK
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

and2.1, 2017, §
346 R

dN
r.52; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, 

§
346 R

dN
r.175; R

einhard G
A

IE
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.58; C

hristoph B
E

N
IC

K
E

, P
flicht zum

 W
ertersatz im

 neuen 

R
ücktrittsrecht bei V

erbrauch und V
eräußerung, Z

G
S

., 2002, S
.369 ff. 

な
お
、
消
費
物
の
瑕
疵
の
例
と
し
て
は
、
購
入
し
た
ロ
ウ
ソ
ク

が
過
度
に
滴
り
落
ち
る
ロ
ウ
ソ
ク
で
あ
っ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
69
） U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.27

）, §
467 R

dN
r.75 ff. 

契
約
不
適
合
認
識
前
の
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
紙

幅
の
関
係
上
、
別
稿
に
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
70
） 

拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
買
主
に
よ
る
解
除
前
の
使
用
行
為

─
解
除
原
因
の
認
識
の
有
無
と
物
使
用
の
目
的
・
方
法
・
結
果
に
着
目
し

て
」
日
法
八
四
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
四
五
頁
。

（
71
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
前
、
買
主
（
受
領
物
の
返
還
債
務
者
）
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
価
額
償
還
義
務
を
負
う
場
合
の
、

）
六
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六
二

償
還
す
べ
き
価
額
（
物
の
客
観
的
価
値
か
契
約
の
対
価
額
か
）
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
我
が
国
で
の
議
論
を
紹
介
し
た
。
拙
稿

「
原
状
回
復
に
お
け
る
対
価
合
意
の
意
義

─
原
物
返
還
不
能
に
よ
り
償
還
す
べ
き
価
額
の
算
定
を
め
ぐ
っ
て
」
日
法
八
五
巻
二
号
（
二
〇
一
九
年
）

三
七
一
頁
以
下
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
は
三
九
四
─
三
九
七
頁
を
、
我
が
国
に
お
け
る
議
論
は
三
八
〇
─
三
八
六
頁
お
よ
び
注（
38
）に
挙

げ
た
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
72
） 

本
文
で
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
カ
イ
ザ
ー
は
本
文
⑵
で
挙
げ
る
と
お
り
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
の
根
拠
を
〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば

加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
解
除
原
因
の
不
知
お
よ
び
買
主
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護
だ
け
で
な
く
、

瑕
疵
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
物
に
価
値
が
な
か
っ
た
り
、
僅
か
な
価
値
し
か
有
さ
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.172.

（
73
） A

nne R
Ö

T
H

E
L

, in: E
rm

an B
ürgerliches G

esetzbuch H
andkom

m
entar, B

uch 1, 2017, §
346 R

dN
r. 19.

（
74
） C

hristoph B
E

N
IC

K
E

, a. a. O
. 

（F
n.68

）, S
.370.

（
75
） T

im
o F

E
S

T
, D

er E
influss der rücktrittsrechtlichen W

ertungen auf die bereicherungsrechtliche R
ückabw

icklung nichtiger 

V
erträge, 2006, S

.72 ff.

（
76
） Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.208.

（
77
） E

rnst von C
A

E
M

M
E

R
E

R
, m

ortuus redhibetur, F
estschrift für K

arl L
arenz. zum

 70. G
eburtstag, 1973, S

.632 f.

（
78
） 

本
田
純
一
は
、m
ortuus redhibetur

（
死
ん
だ
奴
隷
は
返
さ
れ
る
）
の
ロ
ー
マ
法
諺
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ

の
法
諺
は
、
病
気
に
罹
患
し
て
い
た
奴
隷
や
家
畜
が
そ
の
病
気
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
契
約
時
の
瑕
疵
と
そ
れ
以
後
の
滅
失

と
の
間
に
直
接
の
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
滅
失
の
危
険
を
売
主
に
負
わ
せ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」。
こ
れ
に
対
し
、「
瑕
疵
と
滅
失
と

の
間
に
因
果
関
係
」
が
な
い
場
合
に
は
滅
失
に
よ
っ
て
解
除
訴
権
も
消
滅
す
る
と
い
う
の
が
ロ
ー
マ
法
の
理
解
で
あ
っ
た
も
の
の
、
後
に
こ
の

「m
ortuus redhibetur

の
原
則
も
拡
張
さ
れ
て
」
い
き
、「
普
通
法
学
は
、
右
の
ロ
ー
マ
法
の
原
則
を
瑕
疵
と
滅
失
と
の
間
に
因
果
関
係
の
な
い
場

合
に
も
適
用
可
能
な
も
の
と
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
る
。
本
田
・
前
掲
注（
26
）二
九
九
─
三
〇
〇
頁
。

（
79
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
13
）七
三
頁
以
下
。

）
六
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

六
三

（
80
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.68

）, §
346 R

dN
r.48; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.172; H

ubert 

S
C

H
M

ID
T

, in: H
einz G

eorg B
am

berger / H
erbert R

oth / W
olfgang H

au / R
om

an P
oseck, K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
and 1, 

2019, §
346 R

dN
r.61.

（
81
） T

im
o F

E
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.75

）, S
.73; Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.208. 

こ
こ
で
デ
ル
は
、
加
工
・
改
造
前
に
瑕
疵
を
知
っ
て
い

た
な
ら
ば
、
返
還
債
務
者
は
加
工
・
改
造
を
せ
ず
、
解
除
後
に
は
そ
の
瑕
疵
物
を
元
の
形
の
ま
ま
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
価
額
償
還
義

務
を
負
わ
ず
に
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。

（
82
） H

einrich H
O

N
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.66

）, §
467 R

dN
r.11.

（
83
） H

ans G
. L

E
S

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.45

）, S
.203.

（
84
） 

②
と
③
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
上
の
取
扱
い
を
整
理
し
て
お
く
と
、
②
の
場
合
の
返
還
債
務
者
は
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
に
よ

り
原
物
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
し
、
か
つ
価
値
が
残
存
し
て
い
な
い
た
め
、
同
項
二
文
に
よ
る
残
存
す
る
利
得
の
返
還
債
務
も
負
わ

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
③
の
場
合
は
、
瑕
疵
物
が
加
工
・
改
造
に
よ
り
さ
ら
に
減
価
し
た
分
は
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
に
よ
り
売
主
の
負
担
と
な

る
も
の
の
、
残
存
す
る
利
得
に
つ
い
て
は
同
項
二
文
に
よ
り
返
還
す
る
必
要
が
あ
る
。
③
の
場
合
に
お
け
る
利
得
返
還
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
の
が

本
稿
Ⅲ
章
で
あ
る
。
こ
の
点
で
後
掲
注（
95
）で
の
整
理
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
85
） B

enno M
U

G
D

A
N

, a. a. O
. 

（F
n.36

）, M
otive, S

.128.

（
86
） Jakob L

E
IS

T
N

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.53

）, S
.62; H

ugo N
E

U
M

A
N

N
, H

andausgabe des B
urgerlichen G

esetzbuchs, B
and 1, 1909, 

§
467 B

G
B

 R
dN

r.3; A
lbin R

O
S

S
N

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.53

）, S
.23.

（
87
） F

ranz M
E

D
IC

U
S

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, S
.57.

（
88
） P

aul O
E

R
T

M
A

N
N

, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch und seinen N
ebengesetzen, B

ürgerliches G
esetzbuch, 

Z
w

eites B
uch, R

echt der S
chuldverhältnisse, Z

w
eite A

bteilung, 5.A
uf., 1929, S

.623. 

こ
れ
に
加
え
て
重
要
な
の
は
、
加
工
・
改
造
物

の
返
還
義
務
を
課
す
に
あ
た
っ
て
、
第
一
草
案
理
由
書
と
異
な
り
、
加
工
・
改
造
費
用
の
賠
償
請
求
に
消
極
的
な
見
解
も
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
費
用
償
還
請
求
に
つ
い
て
規
定
す
る
旧
三
四
七
条
二
文
が
参
照
指
示
を
す
る
九
九
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
占
有
者
は
、
物
の
利
用
に
と
っ
て
必

）
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六
四

要
な
費
用
だ
け
を
所
有
者
に
請
求
し
う
る
と
こ
ろ
、
加
工
・
改
造
費
用
を
物
の
利
用
に
必
要
な
費
用
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
加
工
・
改
造
費
用
が
高
額
に
及
ん
だ
場
合
の
買
主
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
を
と
り
や
め
る
こ
と
が
賢
い
と
も
説
か
れ
た
。E

m
il 

S
T

R
O

H
A

L

（H
rsg.

）, P
lanck ’s K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch nebst E

inführungsgesetz, 2.B
and, 2.H

älfte, R
echt der 

S
chuldverhältnisse 

（B
esonderer T

eil

）, 4.A
ufl., 1928, S

.719; P
aul O

E
R

T
M

A
N

N
, a. a. O

. 

（F
n.88

）, S
.623; H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.67.

（
89
） H

einrich H
O

N
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.66

）, §
467 R

dN
r.20. 

さ
ら
に
ホ
ン
ゼ
ル
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
有
力
学
説
と
同
様
（
前
掲
注（
88
）

参
照
）、
改
造
費
用
の
賠
償
請
求
に
も
消
極
的
態
度
を
示
し
て
い
た
。

（
90
） H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 
（F

n.48

）, S
.67 f.; F

ranz M
E

D
IC

U
S

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, S
.58 f.

（
91
） U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 
（F

n.27

）, §
467 R

dN
r.66.

（
92
） U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 
（F

n.27

）, §
467 R

dN
r.14a.

（
93
） 

こ
の
点
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ハ
ー
ガ
ー
は
、
加
工
の
際
に
瑕
疵
が
現
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
最
終
的
な
製
品
に
価
値
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
価
額
償
還
は
不
要
で
あ
る
旨
と
述
べ
て
い
る
。Johannes H

A
G

E
R

, in: A
nw

altK
om

m
entar zum

 B
G

B
., 2005, B

and 2, §
346 

R
dN

r.65. 

た
だ
し
、
ハ
ー
ガ
ー
が
、
加
工
・
改
造
物
に
元
々
の
受
領
物
の
価
値
が
な
お
残
っ
て
い
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。

ま
た
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
、
買
主
は
価
額
償
還
義
務
も
改
造
物
の
返
還
義
務
も
負
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
価
額
償
還
に
、
加
工
・
改

造
物
に
残
さ
れ
た
給
付
物
の
価
値
の
償
還
を
も
含
め
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
な
い
。M

artin S
C

H
W

A
B

, a. a. O
. 

（F
n.1

）, S
.361. 

（
94
） D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.172.

（
95
） 

議
論
を
整
理
し
て
お
く
と
、
カ
イ
ザ
ー
を
含
む
多
数
説
は
、
加
工
・
改
造
の
リ
ス
ク
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
売
主
負
担
と
す
る
た
め
、
本
稿
Ⅰ

章
２
節
⑵
で
紹
介
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
の
よ
う
な
買
主
負
担
説
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
ⅰ
三
項
一
文
一
号
に
よ
り
消
滅
す
る
価
額
償
還
義
務
と
、

ⅱ
三
項
二
文
に
よ
り
残
存
す
る
利
得
と
し
て
償
還
す
べ
き
価
額
と
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
ⅰ
三
項
一
文
一
号
で
消
滅
す
る
価
額
償
還
義
務
は
、
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
価
額
償
還
義
務
で
あ
り
、
ま
さ
に
物
の
返
還
に

代
わ
る
価
額
償
還
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ⅱ
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
買
主
が
（
三
項
一
文
一
号
に
よ
り
）
価
額
償
還
義
務
を
免
責
さ

）
六
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

六
五

れ
た
結
果
、（
三
項
二
文
に
よ
り
）
残
存
利
得
の
返
還
責
任
と
し
て
負
う
と
こ
ろ
の
償
還
す
べ
き
価
値
は
、〈
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
元
々
の
瑕
疵

物
の
価
値
〉
で
あ
る
（F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.68

）, §
346 R

dN
r.53; Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.209, 344.

）。
そ
の
分
が

当
該
時
点
の
買
主
の
許
に
残
っ
て
い
る
利
得
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
給
付
受
領
時
に
お
け
る
瑕
疵
物
の
価
値
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
価
値
を
返

還
す
る
必
要
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
課
せ
ら
れ
る
価
額
償
還
義
務
の
内
容
と
同
一
に
な
っ
て
し
ま
い
、
三
項
一
文
一
号

で
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
す
る
と
し
た
評
価
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
領
時
は
瑕
疵
に
も
か
か
わ
ら
ず
価
値
が
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
の
加
工
・
改
造
に
よ
り
そ
の
価
値
が
失
わ
れ
た
場
合
（
本
稿
Ⅱ
章
４
節
の
②
の
場
合
）
に
は
、
買
主
に
は
残
存
す
る
利
得
が
な
い
と
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
し
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
元
々
の
物
の
価
値
が
減
少
し
た
場
合
（
本
稿
Ⅱ
章
４
節
の
③
の
場
合
）
に
は
、
そ
の
減
少
し
た
後
の
瑕
疵

物
の
価
値
を
償
還
す
る
こ
と
が
残
存
利
得
返
還
義
務
の
中
身
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
元
の
形
で
返
還
で

き
な
い
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
96
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 
（F

n.68

）, §
346 R

dN
r.53.

（
97
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.68
）, §

346 R
dN

r.47; R
einhard G

A
IE

R
, a. a. O

. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.49; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, 

a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.141; A

nne R
Ö

T
H

E
L

, a. a. O
. 

（F
n.73

）, §
346 R

dN
r.9. 

な
お
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
こ
こ
で
、
加
工
・
改
造
が

な
さ
れ
た
場
合
に
価
額
償
還
義
務
の
問
題
と
し
て
い
る
債
務
法
現
代
化
法
（
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
）
を
、
実
質
的
に
も
肯
定
的
に
評
価
す
る
。

す
な
わ
ち
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
を
否
定
し
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
を
買
主
の
許
に
残
し
た
う
え
で
金
銭
に

よ
る
解
決
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
返
還
債
権
者
と
返
還
債
務
者
の
双
方
が
同
時
に
保
護
さ
れ
る
。
返
還
債
権
者
か
ら
す
れ
ば
、
金
銭
で
の
価
額
償
還

を
要
求
で
き
る
こ
と
は
、
自
身
に
と
っ
て
役
に
立
た
な
い
可
能
性
の
あ
る
加
工
・
改
造
物
で
満
足
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
利
益
と
な
る
。
ま
た
、

返
還
債
務
者
と
し
て
も
、
加
工
・
改
造
物
を
自
身
の
も
と
に
残
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
返
還
債
務
者

は
、
三
四
七
条
二
項
二
文
に
基
づ
い
て
限
ら
れ
た
賠
償
を
得
ら
れ
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
（
こ
の
点
で
前
掲
注（
88
）お
よ

び（
89
）も
参
照
）。

（
98
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.68

）, §
346 R

dN
r.53. 

こ
の
点
は
デ
ル
も
ま
た
、
も
は
や
製
品
は
加
工
・
改
造
・
混
和
・
結
合
し
た
対
象

の
価
値
だ
け
で
な
く
、
返
還
債
務
者
が
加
工
に
つ
い
て
し
た
出
費
を
も
含
ん
だ
価
値
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
三
四
六
条
三
項
二
文
に
よ
っ

）
六
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六
六

て
は
こ
の
製
品
の
返
還
は
求
め
得
な
い
と
し
て
、
製
品
に
お
け
る
加
工
対
象
物
の
価
値
だ
け
が
残
っ
た
利
得
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。Y

ves 

D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.209, 344.

（
99
） 
こ
の
点
か
ら
、
前
掲
注（
２
）で
と
り
あ
げ
た
大
審
院
明
治
四
五
年
判
決
が
、
当
該
事
案
（
他
人
物
売
買
）
に
お
い
て
加
工
し
た
立
木
分
の
価
額

償
還
義
務
（
損
害
賠
償
義
務
）
を
買
主
に
課
し
た
と
解
し
て
も
、
こ
の
判
決
の
処
理
（
リ
ス
ク
配
分
）
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。

（
100
） 

こ
の
点
で
、
前
掲
注（
88
）（
89
）（
97
）に
お
け
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
参
照
。

（
101
） 

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、
加
工
・
改
造
物
は
「
原
物
」
と
は
異
な
る
以
上
、
売
主
に
受
領
義
務
を
課
す
こ
と
へ
の
批
判
が
想
定
さ
れ
る
。

確
か
に
、
我
が
国
で
は
買
主
の
義
務
を
「
原
物
返
還
」
と
称
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
原
物
」
を
契
約
締
結
前
の
状
態
の
物
と
解
す
る
限
り
、
本
来
、

原
物
返
還
は
不
可
能
な
場
合
が
多
い
。
買
主
は
受
領
後
に
多
か
れ
少
な
か
れ
使
用
等
す
る
か
ら
で
あ
る
。
原
物
返
還
自
体
が
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、「
原
物
返
還
」
と
は
区
別
し
て
、「
現
物
返
還
」
と
の
表
現
を
用
い
る
も
の
が
一
定
数
存
在
し
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
加
工
・
改
造
に
も
程
度
の
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
加
工
・
改
造
物
自
体
の
返
還
義
務
と
売
主
の
受
領
義
務
を
肯
定
す
る
こ
と
も
あ

な
が
ち
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
映
る
。
な
お
、
こ
こ
で
受
領
義
務
を
課
さ
な
い
場
合
に
は
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
に
代
え
て
、
そ
の
物
に
占
め
る

原
物
の
価
値
を
算
定
し
て
の
価
額
償
還
義
務
を
買
主
に
課
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
買
主
に
と
っ
て
の
価
値
の
有
無
が
慎
重
に
把

握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
102
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
三
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
四

年
）
八
二
一
頁
以
下
。
こ
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
上
）（
下
）

─
解
除
に
基
づ
く
清

算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」
判
タ
五
五
六
号
（
一
九
八
五
年
）
一
六
頁
以
下
、
五
五
七
号
三
四
頁
以
下
。

（
103
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
・
前
掲
注（
102
）八
二
六
頁
以
下
、
同
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
四
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録

四
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
四
年
）
七
五
頁
以
下
。
も
ち
ろ
ん
、
瑕
疵
担
保
解
除
を
規
定
す
る
日
本
民
法
草
案
五
七
一
条
（
二
〇
一
七
年
改

正
前
民
法
五
七
〇
条
）
の
審
議
に
あ
た
っ
て
は
、
参
照
条
文
の
中
に
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
基
に
な
っ
た
第
一
草
案
三
八
七
条
二

号
お
よ
び
第
二
草
案
四
〇
三
条
三
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
審
議
内
容
は
こ
れ
に
及
ん
で
い
な
い
。

（
104
） 

以
上
に
つ
き
、
本
田
・
前
掲
注（
63
）四
〇
─
四
一
頁
。
本
田
は
、「
日
独
両
法
の
解
除
規
定
の
構
造
上
の
本
質
的
差
異
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
解

）
六
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

六
七

除
規
定
が
約
定
解
除
を
念
頭
に
お
い
て
作
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
民
法
の
解
除
規
定
は
債
務
不
履
行
解
除
（
法
定
解
除
）
を
主
眼
と
し
て

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
、
わ
が
解
除
規
定
を
案
出
す
る
に
際
し
て
、
原
状
回
復
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
と
差
異
を
設
け
る
べ

き
必
要
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
は
そ
の
点
を
意
識
0

0

し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」（
傍
点
・
原
文
）
と
指
摘
し
て
い
た
（
同
四
〇

頁
）。

（
105
） 

本
稿
Ⅰ
章
１
節
に
て
紹
介
し
た
中
間
試
案
の
概
要
の
後
半
部
分
の
指
摘
、
お
よ
び
前
掲
注（
11
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
106
） 

こ
の
点
に
つ
き
詳
細
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
13
）八
三
─
八
四
頁
お
よ
び
そ
こ
に
付
さ
れ
た
脚
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
107
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
13
）五
五
頁
以
下
。

）
六
七
（




