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現代フランス契約法の動向

　

は
じ
め
に

一　

契
約
法
の
基
礎
理
論

二　

同
意
の
保
護

三　

契
約
の
無
効

は
じ
め
に

　

ゲ
ス
タ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
に
お
い
て
指
導
教
授
を
引
き
受
け

て
く
れ
た
恩
人
で
あ
る
。
彼
と
初
め
て
会
っ
た
の
は
、
一
九
八
五
年

一
〇
月
三
日
、
パ
ン
テ
オ
ン
校
舎
の
教
授
室
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

私
は
、
そ
の
翌
日
に
本
書
の
初
版
（
一
九
八
〇
年
）
を
購
入
し
て
い

研
究
ノ
ー
ト

現
代
フ
ラ
ン
ス
契
約
法
の
動
向

─
─
ゲ
ス
タ
ン
ほ
か
『
契
約
の
成
立
』（Jacques Ghestin, Grégoire Loiseau et Y

ves-M
arie Serinet,  

T
raité de droit civil : La form

ation du contrat, 4
e éd., 2 vols, LGD

J, 2013

）
に
焦
点
を
当
て
て
─
─

金　
　

山　
　

直　
　

樹

山　
　

城　
　

一　
　

真

齋　
　

藤　
　

哲　
　

志

（
執
筆
順
）
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る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
始
ま
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
で
の
契
約
法
の
勉
強
の

た
め
、
何
を
読
む
べ
き
か
と
ゲ
ス
タ
ン
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
の
本

を
読
む
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
版
（
一

九
八
八
年
）、
三
版
（
一
九
九
三
年
）
が
刊
行
さ
れ
、
こ
の
度
、
四

版
が
刊
行
さ
れ
た
（
二
〇
一
三
年
）。
初
版
か
ら
三
〇
年
余
り
、
三

版
か
ら
数
え
て
も
二
〇
年
近
く
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

初
版
は
す
で
に
八
〇
〇
頁
を
超
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
四
版
は
二

巻
に
分
か
れ
て
計
三
〇
〇
〇
頁
を
超
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ほ

ぼ
網
羅
的
に
判
例
・
学
説
を
紹
介
・
検
討
し
、
い
わ
ば
〈
判
例
・
学

説
総
覧
〉
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
偉
容
を
誇
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て

か
、
今
回
は
、
ロ
ワ
ゾ
ー
と
ス
リ
ネ
と
い
う
二
名
の
協
力
者
が
共
著

者
と
し
て
名
前
を
連
ね
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
ゲ
ス
タ
ン
の
下
で
博

士
論
文
を
執
筆
し
た
者
で
あ
る
。

　

こ
の
二
〇
年
の
間
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
契
約
法
（
研
究
）
は
、

ゲ
ス
タ
ン
自
身
の
功
績
も
あ
っ
て
、
目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い

る
。
立
法
論
も
盛
ん
で
あ
っ
て
、
カ
タ
ラ
委
員
会
草
案
、
テ
レ
委
員

会
草
案
、
そ
し
て
司
法
省
草
案
が
次
々
と
公
表
さ
れ
、
債
務
法
の
全

面
改
正
は
時
間
の
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
ゲ
ス
タ
ン
は
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
の
立
法
活
動
に
関
与
す
る
と
と
も
に
、
本
書
は
そ
の
成
果
を
踏

ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
四
版
の
刊
行
時
期
と
の
関
係
で
、

A
vant-projet de réform

e du droit des obligations, 

D
ocum

ent de travail, 23 octobre 2013

以
降
の
動
き
は
踏
ま

え
ら
れ
て
い
な
い
）。
本
書
に
お
い
て
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
ゲ

ス
タ
ン
の
視
野
の
広
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約

法
の
動
向
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
②
経
済
学
的
分
析
を
駆
使
し
、
③
公
法

学
上
の
学
説
（
法
理
論
学
）
の
成
果
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

内
容
的
に
も
、
総
論
的
観
点
か
ら
広
く
契
約
を
扱
い
、
民
法
上
の
典

型
契
約
だ
け
で
な
く
、
労
働
法
や
商
事
契
約
、
競
争
法
（
競
業
避
止

義
務
契
約
）
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
契
約
法
学
の
動
向
を
知

る
た
め
の
貴
重
な
情
報
に
満
ち
て
い
る
。
本
書
を
素
材
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
契
約
法
の
基
本
問
題
に
関
す
る
示
唆
を
得
よ
う
と
考
え

た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
書
は
容
易
に
読
破
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。
私
自
身
も
、
二
名
の
協
力
者
を
得
て
、
数
回
に
わ
た
っ
て

本
書
の
読
み
合
わ
せ
会
を
開
催
し
た
。

　

以
下
に
お
い
て
は
、
ゲ
ス
タ
ン
本
人
の
意
向）1
（

も
踏
ま
え
た
上
で
、

本
書
の
特
徴
的
な
点
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と
し
、
契
約
の
基
礎
理

論
（
一
）、
同
意
の
保
護
（
二
）、
そ
し
て
、
契
約
の
無
効
の
問
題

（
三
）
を
順
次
取
り
上
げ
よ
う
。

（
1
）　

ゲ
ス
タ
ン
本
人
と
、
何
回
か
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
を
す
る
中
で
、

率
直
に
、
本
書
の
特
色
が
よ
く
現
れ
て
い
る
部
分
は
ど
こ
か
と
尋
ね
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た
。
以
下
に
お
い
て
扱
う
項
目
は
、
結
果
的
に
、
ほ
ぼ
本
人
の
意
向

に
沿
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

（
金
山
直
樹
）　

一　

契
約
法
の
基
礎
理
論

　

ゲ
ス
タ
ン
と
い
え
ば
、
契
約
の
指
導
原
理
と
し
て
「
有
益
性
と
正

義
」（lʼutile et le juste

）
を
打
ち
立
て
た
功
績
を
離
れ
て
語
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、「
意
思
自
律
」
を
説
く
通
説
へ
の
挑
戦

で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ゲ
ス
タ
ン
は
、
初
版
に
お
い
て
は
、
意

思
自
律
の
原
則
を
厳
し
く
批
判
し
て
は
い
た
も
の
の
、
代
替
原
理
と

し
て
は
「
契
約
正
義
」
に
つ
い
て
語
る
だ
け
で
あ
っ
た）1
（

。
契
約
の
指

導
原
理
と
し
て
、
初
め
て
「
有
益
性
と
正
義
」
を
打
ち
立
て
た
の
は
、

二
版
に
お
い
て
で
あ
っ
た）2
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
契
約
法
学
が
─
─
ひ
い
て
は
日
本
の
契
約
法
学
も
─
─

一
挙
に
活
性
化
し
た
こ
と
は
、
何
人
も
否
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
下
に
お
い
て
は
、「
有
益
性
と
正
義
」
の
原
則
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
、
契
約
に
関
す
る
ゲ
ス
タ
ン
の
基
礎
理
論
の
展
開
を
辿
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　

１　

契
約
の
概
念

　

ゲ
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
概
念
は
、
時
空
を
越
え
た
普
遍
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
を
見
て
も
、
東
洋

と
西
洋
を
比
べ
て
も
、
ま
た
西
洋
の
中
で
も
労
働
契
約
と
不
動
産
売

買
契
約
を
比
べ
た
だ
け
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
契
約
は
共
通
の
価
値

の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
法
だ
け
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
と
し
て
も
、
契
約
概
念
は
多
義
的

で
あ
る
（n

o 42

）。
そ
こ
に
は
、「
契
約
の
本
質
」
や
「
性
質
上
の

契
約
」
な
ど
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
契
約
の
概
念
を
明
確
化
す

る
た
め
に
は
、
機
能
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
し
か
な
い
（n

o 48

）。

そ
こ
で
、
契
約
と
は
「
当
事
者
を
拘
束
す
る
法
律
上
の
効
果
の
発
生

を
目
的
と
す
る
複
数
の
意
思
の
合
致
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
が
採
用

さ
れ
る
（n

o 56 s.

）。

　

そ
の
上
で
、「
当
事
者
を
拘
束
す
る
法
律
上
の
効
果
」
の
中
身
を

明
確
化
し
て
、
契
約
が
単
に
債
務

0

0

を
発
生
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
規0

範0

を
創
設
す
る
効
果
（
拘
束
力
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
正
面
か
ら

認
め
る
（n

o 63

））
3
（

。
そ
の
際
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
従
っ
て
、
契
約
が
拘
束

力
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
上
位
規
範
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
と
い
う
（n

o 66

）。
規
範
（
法
）
に
は
、
階
層
性
が
あ
り
、

憲
法
院
を
頂
点
と
す
る
実
定
法
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
る
（n

o 67

）。

こ
の
階
層
的
な
規
範
構
造
の
中
に
、
契
約
も
定
位
さ
れ
る
と
い
う
わ
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け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
古
典
学
説
は
、
契
約
を
基
礎
づ
け
る
の
は
、
意
思
自

律
の
原
則
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
次
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
ゲ

ス
タ
ン
の
批
判
を
見
よ
う
。

　

２　

意
思
自
律
の
原
則
に
対
す
る
批
判

　

ゲ
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
意
思
自
律
の
理
論
は
、
①
実
定
法
の
現
代

に
お
け
る
発
展
を
説
明
で
き
ず
、
②
民
法
典
の
前
後
を
問
わ
ず
実
定

法
を
説
明
し
え
た
こ
と
も
な
く
、
③
一
八
八
〇
年
以
降
、
と
く
に
労

働
領
域
に
お
け
る
国
家
の
介
入
に
対
峙
し
て
、
超
自
由
主
義
の
観
念

を
擁
護
す
る
た
め
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
④
当
事
者
の
意
思

だ
け
で
は
契
約
の
拘
束
力
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意

味
に
お
い
て
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
（n

o 180
）。
し
た
が
っ
て
、

意
思
自
律
の
原
則
は
、
契
約
拘
束
力
の
基
礎
と
し
て
も
、
契
約
制
度

の
指
導
原
理
と
し
て
も
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（n

o 169

）。

①
の
解
釈
学
的
な
点
に
関
し
て
は
、
意
思
自
律
を
原
則
と
す
る
民
法

学
体
系
の
下
に
お
い
て
は
「
同
意
」
が
契
約
の
本
質
的
要
素
と
さ
れ

る
の
で
、
同
意
の
瑕
疵
、
錯
誤
、
強
迫
な
ど
が
、
意
思
を
起
点
に
心

理
学
的
に
理
解
さ
れ
、
客
観
的
要
素
の
比
重
が
低
く
な
っ
て
し
ま
う

（n
o 198

）。
ま
た
、
④
に
関
し
て
は
、
一
一
三
四
条
・
一
一
三
一

条
・
一
一
三
五
条
は
、
両
当
事
者
の
意
思
が
契
約
債
務
の
唯
一
の
基

準
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
意
思
自
律
の
原
則
と
は

相
容
れ
な
い
（n

o 209

）。

　

ゲ
ス
タ
ン
よ
り
も
先
に
意
思
自
律
の
理
論
に
反
旗
を
翻
し
た
の
が
、

ル
エ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
契
約
の
拘
束
力
は
、
契
約
の

両
当
事
者
の
意
思
の
合
致
に
も
、
ま
た
、
債
務
者
の
意
思
に
も
基
礎

づ
け
ら
れ
な
い
。
ル
エ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の
意
思
に
由
来
す

る
申
込
み
と
そ
れ
に
対
応
す
る
承
諾
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
発
生
す
る
規
範
に
着
目
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

あ
る
が
ま
ま
の
意
思
は
、
法
の
領
域
に
お
い
て
は
意
味
を
持
つ
こ
と

が
で
き
な
い
。
能
力
、
代
理
、
形
式
、
同
意
の
瑕
疵
に
関
す
る
規
則

に
よ
っ
て
縮
減
さ
れ
変
質
せ
し
め
ら
れ
た
法
的
な
意
思
だ
け
が
法
的

効
果
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
結
局
は
、
実
定
法
が
契
約
の
拘
束
力

の
基
礎
な
の
で
あ
る
（n

o 214

）。
法
は
意
思

0

0

で
は
な
く
、
個
人
の

利
益

0

0

を
考
慮
に
入
れ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
契
約
の
基
礎
に
あ
る
。

要
す
る
に
、
契
約
と
は
、「
双
務
的
な
規
範
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
で

あ
っ
て
、
二
つ
の
利
益
帰
属
点
を
結
び
つ
け
る
も
の
」
な
の
で
あ
る

（n
o 216

）。
ゲ
ス
タ
ン
は
、
ル
エ
ッ
ト
の
寄
与
は
、
実
定
法
が
意
思

自
律
の
原
則
を
指
導
原
理
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
な
い
こ
と
を
論
証

し
た
点
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
功
績
を
高
く
評
価
す
る
（n

o 217

）。

も
っ
と
も
、
ゲ
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
意
思
自
律
と
契
約
自
由
と
は
混

同
し
て
は
な
ら
な
い
（n

o 218

）。
そ
し
て
、
契
約
自
由
の
表
現
と
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し
て
の
意
思
自
律
で
あ
れ
ば
、
普
遍
的
か
つ
通
時
的
な
原
則
と
し
て

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
（n

o 220

）。

　

３　

契
約
の
指
導
原
理

　

四
版
に
お
い
て
は
、
契
約
の
指
導
原
理
と
し
て
、
二
版
に
お
い
て

打
ち
立
て
ら
れ
た
「
有
益
性
と
正
義
」
の
原
則
に
加
え
て
、「
契
約

自
由
」
の
原
則
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
契
約
自
由
に
第
一

の
原
則
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
指
導
原

理
は
三
本
建
て
に
な
っ
て
い
る
。

　
⑴
　
契
約
自
由
の
原
則

　

契
約
自
由
の
原
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
憲
法
的
価
値
を
有
し

て
い
る
（n

o 232 et 539 s.

）。
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に

お
い
て
も
、
契
約
法
の
指
導
原
理
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
契
約
当

事
者
の
意
思
の
合
致
は
、
手
続
的
に
必
要
な
だ
け
で
な
く
、
契
約
に

不
可
欠
の
主
観
的
要
素
を
成
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
意
思
の
合

致
は
契
約
の
動
力
源
で
あ
る
。
自
由
な
く
し
て
意
思
は
な
い
の
で
、

意
思
の
合
致
は
契
約
自
由
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
（n

o 
233

）。
契
約
自
由
の
行
使
に
よ
っ
て
、
各
当
事
者
は
自
己
の
自
由
を

譲
渡
し
、
契
約
の
拘
束
力
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、

契
約
自
由
と
契
約
の
拘
束
力
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
（n

o 
259

）。
拘
束
力
は
、
債
権
者
の
信
頼
の
保
護
と
予
見
可
能
性
に
資
す

る
こ
と
に
な
る
（n

o 258

）。

　

ゲ
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
意
思
は
契
約
自
由
に
と
っ
て
か
け
が
え
の

な
い
道
具
で
あ
る
。
客
観
法
に
優
越
的
地
位
を
認
め
る
か
ら
と
い
っ

て
、
権
利
や
人
間
尊
重
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

創
意
の
自
由

0

0

は
、
人
間
の
奥
深
い
切
望
と
人
間
の
成
熟
に
と
っ
て
不

可
欠
の
責
任

0

0

に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
（n

o 234

）。
ま
た
、
契

約
は
取
引
に
お
い
て
リ
ス
ク
配
分
を
す
る
道
具
で
も
あ
る
（n

o 
235

）。

　

で
は
、
な
ぜ
ゲ
ス
タ
ン
は
四
版
で
初
め
て
契
約
自
由
を
指
導
原
理

の
一
つ
と
し
て
加
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
彼
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
一
九
九
三
年
に
三
版
を
出
版
し
た
際
に

は
、
教
育
の
観
点
か
ら
、「
正
義
と
有
益
性
」
を
契
約
の
指
導
原
理

と
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
成
立
に
お
け

る
意
思
の
役
割
を
無
視
す
る
こ
と
も
な
い
と
思
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
現
在
で
は
、
意
思
自
律
の
原
則
の
衰
退
が
確
実
で
あ
り
、
も

は
や
正
義
と
有
益
性
の
尊
重
に
対
す
る
脅
威
と
は
な
ら
な
い
以
上
、

契
約
自
由
の
原
則
を
指
導
原
理
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
、
他
の
原
則

と
の
調
整
を
図
る
、
と
い
う
形
で
明
確
に
示
す
こ
と
が
必
要
に
な
っ

た
（n

o 178, note 23

）。

　

契
約
自
由
は
、
原
則
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
に

は
常
に
例
外
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
実
定
法
が
基
本
的
に
契
約
自
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由
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
外
と
の
バ
ラ
ン
ス

は
、
時
・
場
所
・
状
況
に
よ
っ
て
、
様
々
で
あ
り
、
常
に
更
新
さ
れ

続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
は
、
一
般
利
益
の
観
点
か
ら
、
次
に
見

る
社
会
的
有
益
性
と
契
約
正
義
と
の
間
で
調
整
さ
れ
る
（n

o 238 et 
173

）。
と
は
い
え
、
ゲ
ス
タ
ン
自
身
は
、
現
時
点
で
は
、
契
約
自
由

を
広
く
認
め
る
こ
と
が
、
経
済
的
効
率
性
の
観
点
か
ら
不
可
欠
だ
と

考
え
て
い
る
（n

o 504
）。

　
⑵
　
有
益
性
と
正
義

　

ゲ
ス
タ
ン
は
、
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
の
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
ら
の
功
績
を
語
っ
て
い
る
。
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
に
よ
れ

ば
、
ル
エ
ッ
ト
が
意
思
自
律
の
原
則
を
破
壊
し
た
後
に
、
原
則
を
再

構
築
し
た
の
が
ゲ
ス
タ
ン
で
あ
る
。
そ
こ
で
ゲ
ス
タ
ン
が
持
ち
出
し

た
の
が
、「
有
益
性
と
正
義
」
で
あ
っ
た
（n

o 170
））

4
（

。
こ
の
よ
う
に

自
ら
を
位
置
づ
け
た
上
で
、
ゲ
ス
タ
ン
自
身
は
、
サ
ヴ
ォ
ー
に
よ
る

批
判
、
す
な
わ
ち
正
義
と
有
益
性
は
契
約
の
拘
束
力
の
基
礎

0

0

に
な
ら

な
い
と
い
う
批
判
を
検
討
す
る
。
ゲ
ス
タ
ン
は
こ
の
批
判
を
容
れ
て
、

拘
束
力
の
実
定
法
上
の
基
礎

0

0

は
法
体
系
へ
の
包
摂
で
あ
る
か
ら
、
正

義
と
有
益
性
が
そ
の
基
礎

0

0

だ
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
認
め
、
む
し
ろ
、

正
義
と
有
益
性
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
契
約
の
拘
束
力
を
正
当
化

0

0

0

す
る
、
と
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
弁
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、「
正
当
化
さ
れ

る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
有
益
性
と
正
義
は
、
契
約
の
指
導
原
理

0

0

0

0

で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
は
、
契
約
の
社
会
的
目
的

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
（n

o 
175

））
5
（

。

　

契
約
正
義
に
関
し
て
、
ゲ
ス
タ
ン
は
、
何
が
正
義
か
は
定
義
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
が
、
明
白
な
不
正
義
は
多
く
人
に
よ
っ
て
認
識
・

非
難
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
う
（n

o 362

）。
そ
の
際
、
当
事
者
の
一

方
が
契
約
の
不
均
衡
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
は
無
関
係
で
あ
っ
て
、

当
該
当
事
者
が
、
た
と
え
ば
住
居
や
雇
用
な
ど
、
生
活
の
必
要
に
迫

ら
れ
て
、
均
衡
を
欠
く
契
約
を
交
渉
の
余
地
な
く
締
結
し
た
場
合
に

は
、
不
平
等
が
あ
る
と
言
う
（n

o 380

）。
も
っ
と
も
、
ゲ
ス
タ
ン

は
、
給
付
の
客
観
的
な
不
均
衡
を
一
般
的
に
規
制
す
る
こ
と
に
は
、

正
当
価
格
な
る
も
の
が
存
在
し
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
反
対
す
る

（n
o 417 s.

）。
給
付
の
価
値
は
、
ま
ず
も
っ
て
当
事
者
が
評
価
す
べ

き
も
の
で
あ
り
（n

o 428

）、
正
当
価
格
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
指

標
を
市
場
に
求
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（n

o 432-
444

））
6
（

。
要
す
る
に
、
契
約
正
義
の
原
則
は
、
過
度

0

0

な
不
平
等
を
矯
正

す
る
に
留
ま
り
、
矯
正
の
行
き
過
ぎ
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（n

o 416

）。

　

む
し
ろ
、
ゲ
ス
タ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
理
論
を
踏
ま
え
て
、
契
約

正
義
を
手
続
的
な
正
義
と
し
て
理
解
・
分
析
す
る
方
向
に
進
も
う
と

し
て
い
る
（n

o 446 s.

）。
そ
こ
で
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
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の
が
、
当
事
者
の
態
度
を
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
信
義
誠
実

の
原
則
で
あ
る
（n

o 457 s.

）。

　

と
こ
ろ
で
、
ゲ
ス
タ
ン
は
、
二
版
で
は
、
契
約
は
有
益

0

0

だ
か
ら
拘

束
力
が
あ
り
（n

o 174-2

）、
ま
た
、
か
つ
、
契
約
は
正
義

0

0

に
適
っ

て
い
る
と
き
に
だ
け
拘
束
力
が
あ
る
（n

o 181

）、
と
明
解
に
説
き
、

三
版
も
同
様
で
あ
っ
た
（n

o 225 et 251

）。
だ
が
、
四
版
に
お
い

て
は
、
そ
の
よ
う
な
叙
述
は
消
去
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
拘
束
力

の
基
礎

0

0

を
実
定
法
に
求
め
、
有
益
性
と
正
義
は
正
当
化
事
由
な
い
し

社
会
的
目
的
に
位
置
づ
け
た
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、

よ
り
大
局
的
に
は
、
彼
が
、
契
約
が
多
層
的
か
つ
複
合
的
な
諸
原
理

の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
り
率
直
に
認
め
る
に
至
っ
た
か
ら

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
ゲ
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
契
約
の

よ
う
な
複
雑
な
制
度
を
、
一
言
で
、
た
と
え
ば
自
由
主
義
、
連
帯
主

義
）
7
（

、
あ
る
い
は
意
思
主
義
と
い
っ
た
一
つ
の
指
導
原
理
で
説
明
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
彼
は
、
自
由
、
有
益
性
、
お
よ
び
正
義
と
い

う
指
導
原
理
を
提
唱
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
間
の
調
整
が
必
要
だ
と

い
う
の
が
そ
の
要
点
な
の
で
あ
る
。
ゲ
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
契
約
に

関
す
る
問
題
は
、常
に
、契
約
自
由
お
よ
び
契
約
の
社
会
的
目
的
─
─

有
益
性
と
正
義
の
間
の
調
整
も
必
要
─
─
の
間
を
弁
証
法
的
に
調
整

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
解
決
し
え
な
い
の
で
あ
る
（n

o 177

））
8
（

。

意
思
自
律
と
い
う
一
言
で
事
態
を
説
明
・
解
決
で
き
な
い
こ
と
も
、

い
う
ま
で
も
な
い
（n

o 660 et 509

）。

　
⑶
　
複
数
の
原
理
の
調
整

　

契
約
自
由
と
「
一
般
利
益
」（
有
益
性
と
正
義
）
と
の
調
和
は
、
静

的
な
も
の
で
は
な
く
、
動
的
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
立
法
者
は
選
択
の
余
地
を
持
っ
て
い
る
（n

o 509

）。
同
様
に
、

一
般
利
益
を
表
す
「
公
序
」
も
動
的
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
（n

o 
519

）。
そ
の
角
度
か
ら
、
基
本
権
と
契
約
自
由
の
緊
張
関
係
の
問
題

が
検
討
さ
れ
て
い
る
（n

o 551 s.

）。
そ
し
て
、
基
本
権
と
の
比
例

原
則
に
よ
る
衡
量
は
、
大
な
り
小
な
り
裁
判
官
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
法
的
安
全
が
脅
か
さ
れ
、
不
確
実
性
の
危
険

が
生
じ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
し
て
、
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い

る
（n

o 597 s.

）。

　

次
に
、
正
義
（
当
事
者
間
の
平
等
、
信
義
則
）
と
有
益
性
（
契
約
自

由
、
取
引
の
安
全
）
の
調
和
の
あ
り
方
は
、
場
面
場
面
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
レ
ジ
オ
ン
や
事
情
変
更
の
原
則
の

場
面
で
は
有
益
性
が
優
越
し
て
い
る
が
、
情
報
提
供
義
務
や
沈
黙
に

よ
る
詐
欺
の
場
面
で
は
正
義
が
優
越
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
場
面

で
は
、
そ
の
関
係
は
も
っ
と
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
（n

o 604-
608

）。

　

要
す
る
に
、
ゲ
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
指
導
原
理
は
、
法
の

諸
体
系
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
（n

o 161

参
照
）、
多
層
的
か
つ
複
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合
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

４　

若
干
の
感
想

　

本
書
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
学
説
、
と
く
に
テ
ー
ズ
を
丹
念
に
紹

介
・
検
討
し
て
お
り
、
こ
れ
さ
え
読
め
ば
、
学
説
の
分
布
や
動
向
が

つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ク
ロ
ス
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
も
充
実
し

て
い
る
の
で
、
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
、
理
解
に
困
難
は
な
く
、
当
面

の
課
題
に
つ
き
有
益
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
叙
述
の
ス
タ

イ
ル
も
、
明
解
で
分
か
り
や
す
い
点
は
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
。

　

し
か
も
、
哲
学
、
歴
史
、
経
済
学
、
公
法
学
な
ど
、
他
の
分
野
の

成
果
も
極
め
て
貪
欲
に
摂
取
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ト
ー

マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
か
ら
、
ハ
イ
エ
ク
、
コ
ー
ズ
ま
で
、
世
界
の
古
典

か
ら
最
新
の
学
問
的
成
果
ま
で
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、

他
の
民
法
の
教
科
書
に
は
見
ら
れ
な
い
本
書
の
独
壇
場
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　

ゲ
ス
タ
ン
は
常
に
進
化
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
進
化
は
、
法
は
絶

え
ず
変
化
し
続
け
て
い
る
と
い
う
彼
の
観
察
と
対
応
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
結
果
、
契
約
の
指
導
原
理
と
し
て

三
つ
の
原
則
が
並
存
し
、
そ
の
間
の
調
整
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
契
約
原
理
自
体
に
は
多
層
性
な
ら
び
に
複
合
性
が
も
た

ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
我
々
は
何
を
学
ぶ

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

（
1
）　

そ
の
上
で
、
初
版
で
は
、
正
義
と
信
義
則
と
の
間
の
調
整
の
必

要
性
が
説
か
れ
て
い
た
（n

o 187

）。
四
版
で
調
整
対
象
と
し
て
い

る
諸
原
則
（
後
述
、
３
⑶
参
照
）
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
2
）　

そ
の
考
え
方
を
初
め
て
公
表
し
た
の
は
、Jacques Ghestin, 

Lʼutile et le juste dans les contrats, A
PD

, 1981, p. 25 ; D
. 

1982, chron. p. 1 

で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
、
以
前
の
版
に
お
い

て
は
、
契
約
の
指
導
原
理
の
調
整
を
説
く
節
の
冒
頭

0

0

で
基
本
文
献
と

し
て
引
用
さ
れ
て
い
た
が
（2

e éd., n
o 172, note 1 ; 3

e éd., n
o 

203, note 1

）、
四
版
で
は
、
サ
ヴ
ォ
ー
に
よ
る
批
判
を
紹
介
す
る

地
味
な
箇
所
で
引
用
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
（n

o 175, note 12

─
─
見
落
と
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）。
そ
こ
に
も
ゲ
ス
タ
ン

の
態
度
の
変
化
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

（
3
）　

ゲ
ス
タ
ン
は
、
ア
ン
セ
ル
の
功
績
は
高
く
評
価
し
て
い
る
（n

o 

86

）。
規
範
に
着
眼
す
る
ア
ン
セ
ル
の
説
は
、
も
と
も
と
ゲ
ス
タ
ン

の
説
と
親
和
的
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
4
）　

本
文
は
、
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
が
─
─
自
ら
一
九
八
六
年
に
ゲ
ス

タ
ン
を
報
告
者
と
し
て
招
い
て
開
催
し
た
コ
ロ
ッ
ク
の
様
子
に
つ
き

│
─
二
〇
〇
一
年
に
語
っ
た
も
の
だ
が
（n

o 170

）、
私
も
そ
の
場

に
聴
衆
と
し
て
居
合
わ
せ
た
こ
と
を
記
し
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。
記
憶
で
は
、
会
場
は
、
パ
リ
の
商
事
裁
判
所
の
講
堂
（
大
法

廷
？
）
で
あ
り
、
ゲ
ス
タ
ン
は
満
員
の
聴
衆
の
前
で
自
説
を
展
開
し
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た
が
、
私
も
含
め
て
、
直
ち
に
聴
衆
が
受
け
容
れ
た
と
い
う
感
じ
で

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
を
挟
む
形
で
ア
ン

リ
・
マ
ゾ
ー
お
よ
び
ピ
エ
ー
ル
・
レ
イ
ノ
ー
も
壇
上
に
座
っ
て
い
た

が
、
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
に
よ
る
と
、
と
て
も
容
認
で
き
な
い
と
い
う

拒
絶
反
応
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（Ibid.

）。

（
5
）　

有
益
性
と
正
義
は
、
そ
れ
を
破
っ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
効
果

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
無
効
と
相
対
無
効
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な

る
（n

o 626 s.

）。
こ
の
点
は
、
初
版
か
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
解

釈
学
上
の
実
益
で
あ
る
。

（
6
）　

経
済
学
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
叙
述
と
な
っ
て
お
り
、
極
め
て

注
目
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

（
7
）　

契
約
に
お
け
る
連
帯
主
義
に
つ
い
て
は
、
詳
細
か
つ
客
観
的
に

そ
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
（n

o 392 s.
）。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
金
山
直
樹
『
現
代
に
お
け
る
契
約
と
給
付
』（
有
斐
閣
、
二
〇

一
三
年
）
三
頁
以
下
参
照
。

（
8
）　

こ
の
点
は
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

（n
o 178

）。

（
金
山
直
樹
）　

二　

同
意
の
保
護

　

１　

合
意
と
信
義
誠
実
―
―
「
同
意
の
保
護
」
論
の
二
つ
の
脈
絡

　

各
論
の
第
一
と
し
て
、
以
下
で
は
、
同
意
の
保
護
（protection 

du consentem
ent

）
に
関
す
る
考
察
を
、
情
報
提
供
義
務
・
沈
黙

に
よ
る
詐
欺
（réticence dolosive

）
に
関
心
を
絞
っ
て
採
り
上

げ
る）1
（

。
こ
の
部
分
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
本
版
に
お
い
て
も
ゲ
ス
タ

ン
自
身
が
改
訂
に
あ
た
っ
て
お
り
（Plan, p. IX

））
2
（

、
そ
の
内
容
は
、

従
前
の
構
想
を
大
胆
に
発
展
さ
せ
た
指
導
原
理
（
一
）、
共
著
者
の

筆
に
補
訂
を
委
ね
た
無
効
法
（
三
）
に
比
べ
れ
ば
、
前
版
ま
で
に
示

さ
れ
て
い
た
構
想
と
の
連
続
性
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま

ず
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
学
問
的
関
心
を
忖
度
し
つ
つ
、
今
般
の
改
訂

の
意
義
に
つ
い
て
の
臆
見
を
述
べ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

い
ま
や
半
世
紀
余
に
及
ぶ
ゲ
ス
タ
ン
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た

の
は
、『
現
行
実
定
法
に
お
け
る
錯
誤
の
観
念）3
（

』（
一
九
六
三
年
／
増

補
版
一
九
七
一
年
）
で
あ
る
。
同
書
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
錯
誤
論

は
、
紹
介
者
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
二
本
の
柱
に
支
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、「
合
意
」
の
観
念
に
よ
っ
て
顧

慮
さ
れ
る
べ
き
錯
誤
の
範
囲
を
限
界
づ
け
る
と
い
う
構
想）4
（

、
い
ま
一

つ
は
、「
信
義
誠
実
（bonne foi

）」
の
観
念
に
よ
っ
て
各
当
事
者

の
行
為
態
様
の
評
価
を
取
り
込
む
と
い
う
構
想）5
（

、
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
れ
ら
の
構
想
は
、
そ
の
後
、
彼
の
二
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
信
義
誠
実
の
要
請
は
、『
売

買
に
お
け
る
契
約
適
合
性
と
担
保
責
任）6
（

』（
一
九
八
三
年
）
に
お
い

て
、
専
門
家
責
任
論
を
基
礎
と
し
た
同
意
の
瑕
疵
、
瑕
疵
担
保
責
任



62

法学研究 88 巻 7 号（2015：7）

論
に
お
い
て
さ
ら
な
る
深
化
を
み
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
合
意
主
義

的
基
礎
づ
け
は
、
近
時
、『
約
定
に
お
け
る
コ
ー
ズ
と
契
約
の
有
効

性
）
7
（

』（
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
、
契
約
の
解
釈
を
基
軸
と
す
る

コ
ー
ズ
論
に
結
実
し
て
い
る
。

　

以
上
の
脈
絡
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
主
題
に
関
す
る
本
書
の

議
論
は
、
信
義
誠
実
に
関
す
る
構
想
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
し
て

読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
読
者
は
、
本
書
に

よ
っ
て
、
ゲ
ス
タ
ン
信
義
則
論
の
一
つ
の
到
達
点
を
知
り
得
る
も
の

と
考
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
主
題
に
関
す
る
彼
の
考
察
は
、
契
約
の

有
効
性
の
基
礎
づ
け
と
い
う
個
別
問
題
に
即
し
て
、
一
に
み
た
多
層

的
か
つ
複
合
的
な
基
本
原
理
の
展
開
を
も
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ

う
。

　

こ
う
し
た
関
心
を
携
え
て
、
以
下
で
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反

（
２
）
と
、
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
（
３
）
と
に
関
す
る
議
論
を
、
も
っ

ぱ
ら
要
件
論
に
着
目
し
て
比
較
考
察
し
た
う
え
で）8
（

、
若
干
の
所
見
を

述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
（
４
）。

　

２　

情
報
提
供
義
務
違
反

　

詐
欺
と
情
報
提
供
義
務
と
に
関
す
る
ゲ
ス
タ
ン
の
分
析
を
一
言
で

特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
両
法
理
を
「
一
体
の
法
概
念

（un bloc juridique

）」
と
し
て
位
置
づ
け
つ
つ
も
、
そ
の
混
同
を

厳
し
く
斥
け
る
、
と
い
う
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、

情
報
提
供
義
務
―
―
よ
り
正
確
に
は
、
契
約
締
結
過
程
の
情
報
提
供

義
務
（obligation précontractuelle de lʼinform

ation

）（
⑵
）

―
―
は
、
詐
欺
を
も
含
め
た
諸
法
理
を
統
合
す
る
一
つ
の
原
理
で
あ

り
（
⑴
）、
判
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
一
定
の
判
断
枠
組
を
構
築
す
る

に
至
っ
て
い
る
（
⑶
）。

　
⑴
　
諸
法
理
の
統
合
原
理
と
し
て

　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
の
大
き
な
特
徴
は
、
そ

れ
が
、
同
意
の
瑕
疵
、
瑕
疵
担
保
責
任
、
契
約
締
結
過
程
の
民
事
責

任
と
い
っ
た
諸
法
理
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
解
決
を
斉
一
化
す
る

と
と
も
に
、
同
意
の
保
護
を
目
的
と
す
る
特
別
法
の
規
律
に
よ
っ
て

導
き
出
さ
れ
る
解
決
を
斉
一
化
す
る
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

と
こ
ろ
に
あ
る
（n

o 1518 s.

）。
こ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
を
、
ゲ
ス

タ
ン
の
分
析
に
即
し
つ
つ
、
紹
介
者
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て

三
つ
の
層
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
に
、
同
意
の
保
護
は
、
い
か
な
る
理
念
に
よ
っ
て
導
か
れ
る

か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
ゲ
ス
タ
ン
の
応
答
の
最
大
の
特
徴
は
、

「
同
意
を
保
護
す
る
こ
と
は
、契
約
の
目
的
と
交
換
的
正
義
（justice 

com
m

utative

）
と
を
尊
重
さ
せ
る
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
す

る
点
に
あ
る
（n

o 1090. V
. aussi n

o 1532

）。
そ
う
し
て
、
彼
は
、

同
意
の
保
護
が
、
彼
が
掲
げ
る
三
つ
の
指
導
原
理
の
う
ち
の
「
契
約
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正
義
」
の
原
理
―
―
さ
ら
に
、
そ
の
一
分
肢
で
あ
る
「
手
続
的
正

義
」
の
観
念
―
―
に
定
礎
さ
れ
る
こ
と
を
く
り
返
し
強
調
す
る
。
こ

の
構
図
の
も
と
で
、「
同
意
の
保
護
」
の
諸
問
題
は
、
契
約
に
お
け

る
行
為
規
制
（contrôle des com

portem
ents

）
と
い
う
よ
り
広

い
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（n

o 455

）。

　

第
二
に
、
こ
の
行
為
規
制
は
、
い
か
な
る
法
的
構
成
に
お
い
て
実

現
さ
れ
る
か
。
ゲ
ス
タ
ン
は
、
こ
れ
を
信
義
誠
実
の
観
念
（
仏
民
一

一
三
四
条
三
項
）
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
（v. n

o 482 s., 1377 et 
1516

）。
す
な
わ
ち
、
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
は
、

附
合
契
約
、
消
費
者
契
約
の
出
現
と
と
も
に
高
ま
っ
た
事
業
者
に
対

す
る
行
為
規
制
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼

の
議
論
が
、
一
貫
し
て
専
門
家
責
任
論
の
延
長
線
上
に
展
開
さ
れ
る

の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
諸
法
理
を
斉
一
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
実
践

的
意
義
を
も
つ
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
ゲ
ス
タ
ン
の
応
答
は
、

「
訴
権
が
何
で
あ
れ
、
類
似
の
状
況
に
お
い
て
は
同
じ
解
決
が
な
さ

れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
」
と
い
う
一
言
に
尽
き
て
い
る
（n

o 
1518

）。
競
合
す
る
諸
法
理
の
選
択
的
主
張
を
積
極
的
に
認
め
る
こ

と
）
9
（

、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
事
業
者
た
る
売
主
の
責

任
判
断
枠
組
を
そ
の
他
の
諸
法
理
に
一
般
化
す
る
こ
と
（
後
述
、

⑶
）
な
ど
も
、
こ
う
し
た
基
本
的
法
観
が
解
釈
論
に
投
影
さ
れ
た
も

の
と
み
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。

　
⑵
　
契
約
締
結
過
程
の
規
律
と
し
て

　

ゲ
ス
タ
ン
の
情
報
提
供
義
務
論
は
、
契
約
締
結
過
程
の
そ
れ
と
、

契
約
に
基
づ
く
そ
れ
（obligation contractuelle de lʼinform

ation

）

と
に
大
き
く
分
か
た
れ
る
。
こ
の
視
角
は
、
本
書
第
二
版
に
お
い
て

既
に
明
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
功
績

は
、
今
日
、
学
説
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。
情
報
提
供

義
務
が
諸
法
理
の
統
合
原
理
と
な
り
得
る
の
も
、
そ
れ
ら
諸
法
理
が

ま
さ
に
契
約
締
結
過
程
に
関
わ
る
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
ゲ
ス
タ
ン
の
こ
の
分
析
は
、
本
書
第
二
版
刊
行
後
、

フ
ァ
ー
ブ
ル
︲
マ
ニ
ャ
ン
に
よ
っ
て
承
継
・
展
開
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
本
書
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
情
報
提
供
義
務
の
区
別
は
、

フ
ァ
ー
ブ
ル
︲
マ
ニ
ャ
ン
の
分
析
に
即
し
て
敷
衍
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
彼

女
に
よ
れ
ば
、
こ
の
区
別
は
、
単
な
る
時
的
区
分
で
は
な
く
、
相
手

方
に
と
っ
て
情
報
が
ど
の
よ
う
な
利
益
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
機
能

的
視
点
に
基
づ
く
区
分
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
は
「
成
立
」
と
「
履

行
」
と
い
う
契
約
の
基
本
的
段
階
の
相
違
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

相
違
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
の
法
律
効
果
の
相
違
に
反
映
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
契
約
締
結
過
程
の
情
報
提
供
義
務
違
反
は
、
同
意
の
瑕

疵
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
に
よ
る
情
報
提

供
義
務
違
反
は
、
契
約
不
履
行
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
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（n
o 1531

）。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
区
別
が
実
定
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と

速
断
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
事
実
、
破
毀
院
判
例
は
、
契
約

締
結
過
程
の
情
報
提
供
義
務
と
契
約
に
よ
る
情
報
提
供
義
務
と
を

―
―
少
な
く
と
も
明
確
に
は
―
―
区
別
し
て
こ
な
か
っ
た
（n

o 
1526

）。
た
と
え
ば
、
本
書
に
お
い
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
破
毀

院
の
二
〇
一
〇
年
報
告
書
『
知
る
権
利
』
は
、
二
つ
の
情
報
提
供
義

務
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、「
契
約
の
一
般
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、

情
報
提
供
義
務
の
発
生
原
因
は
、『
信
義
に
従
い
誠
実
に
』
契
約
を

履
行
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
民
法
典
一
一
三
四
条
三
項
と
、
債
権

関
係
か
ら
の
当
然
の
帰
結
を
契
約
に
含
ま
し
め
る
同
法
典
一
一
三
五

条
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
つ
ま
り
、
諸
種
の
情
報
提
供
義
務

は
、
押
し
並
べ
て
こ
れ
ら
の
条
文
の
適
用
問
題
と
し
て
―
―
い
い
か

え
れ
ば
、
契
約
の
履
行
段
階
の
問
題
と
し
て
―
―
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

実
定
法
の
こ
う
し
た
状
況
は
、
右
の
二
つ
の
情
報
提
供
義
務
を
截

然
と
区
別
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
（n

o 1528

）
こ
と

と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
物
の
用
途
に
つ
い
て
の

説
明
は
、
契
約
締
結
の
前
後
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
一
件
の
破
毀
院
判
決
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
さ
え
、
異

な
る
見
方
が
対
立
す
る
例
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

ゲ
ス
タ
ン
自
身
も
、
こ
う
し
た
不
明
確
さ
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
、
契
約
交
渉
の
不
当
破
棄
が
不

法
行
為
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、

詐
欺
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
責
任
も
不
法
行
為
責
任
で
あ
る
と
解

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
契
約
締
結
過
程
の
情
報
提
供
義
務
の

独
自
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
実
定
法
の
態
度
と
も
整
合
的
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
近
年
の
各
種
契
約
法
草
案
に
よ
っ
て

こ
の
区
別
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
自
説
を
正
統
化
す
る
事
情

と
し
て
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
は
（v. n

o 1549 s.

）、
特
に

付
言
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
⑶
　
判
断
枠
組
―
― 

一
般
法

　

最
後
に
、
以
上
の
構
想
の
具
体
的
適
用
を
み
よ
う
。

　

情
報
提
供
義
務
の
判
断
枠
組
に
関
す
る
ゲ
ス
タ
ン
の
分
析
は）（（
（

、
破

毀
院
判
例
に
即
し
て
現
行
実
定
法
を
記
述
す
る
枠
組
み
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
子
細
を
き
わ
め
る
。
そ
の
概
要
―
―
評
価
根

拠
事
実
と
こ
れ
を
推
認
さ
せ
る
間
接
事
実
―
―
は
【
表
】
に
示
す
こ

と
と
し
て
、
以
下
で
は
、
要
件
論
、
特
に
両
当
事
者
の
態
様
の
評
価

方
法
に
窺
わ
れ
る
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
に
注
力
し
た
い
。
そ
の
基

本
的
な
枠
組
み
は
、「
義
務
者
が
情
報
を
知
っ
て
い
る
こ
と
」「
相
手

方
が
情
報
を
知
ら
な
い
こ
と
」
の
二
点
―
―
ゲ
ス
タ
ン
は
、
こ
れ
を

情
報
の
非
対
称
性
と
い
う
（n

o 1376

）
―
―
に
約
言
さ
れ
得
る
が
、
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こ
こ
に
は
、
専
門
家
責
任
論
を
基
礎
と
す
る

推
認
の
体
系
と
も
形
容
す
べ
き
構
想
が
示
さ

れ
て
い
る）（（
（

。

　
　

⒜　

義
務
者
の
態
様

　

義
務
者
の
態
様
に
関
す
る
要
件
と
し
て
、

出
発
点
と
な
る
の
は
、
提
供
さ
れ
る
べ
き
当

の
情
報
を
義
務
者
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
ゲ
ス
タ
ン
の
叙
述
は
、
直

ち
に
、
情
報
の
不
知
を
主
張
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
例
外
的
場
合
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
こ

れ
に
は
、
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

一
つ
は
、
情
報
提
供
義
務
者
が
事
業
者
で

あ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
売
主
の
事

業
者
性
が
、
情
報
の
認
識
と
同
視
さ
れ
る

―
―
そ
し
て
、
こ
の
推
定
を
覆
す
こ
と
は
で

き
な
い
―
―
と
い
う
（n

o 1708 s.

）。
こ
う
し

た
規
律
は
、
元
来
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
領
域

に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が）（（
（

、

ゲ
ス
タ
ン
は
、
こ
れ
を
情
報
提
供
義
務
論
一

般
に
み
ら
れ
る
傾
向
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ

る
。

【表】沈黙による詐欺・情報提供義務の判断枠組

【情報提供義務違反】

ア 情報を認識していること

ア’ 義務者が事業者であること

ア’’ 調査・照会義務違反

イ 情報を提供しなかったこと

ウ 相手方がその情報を知らなかった
こと

エ 損害の発生

【沈黙による詐欺】

カ 欺罔行為（沈黙）
＝ア～ウ

キ カについての故意

キ’ （故意の）調査・照会義務違反

ク 当該情報が相手方の意思を決定づ
けること

ケ 義務者がクを知っていること

コ 相手方が錯誤に陥ったこと

さ 相手方が自ら情報を収集すべきであった
こと（ウに正当性がないこと）

■ 推認を基礎づける事情

ア’’
○義務者が事業者である（1717）
＊事業者たる売主は、買主が前提とする
　用途を調査する義務を負う（1718）

カ ○相手方が「弱者」であること（1315）
△行為の有償性・無償性（1316）

キ ○アの事実＋ケの事実（1299）

ク
○相手方の無思慮・無経験（1306）
×使用者が労働者による詐欺を主張
　（1308）
○ケの事実（1726）

ケ ○義務者が事業者であること（1336）

さ
○相手方が事業者であること（1343）
×当事者間の従前の信頼関係（1347）
×相手方によって情報が提供されたこと
　（1348）

・符号の意味
　○＝推認を根拠づける事実
　×＝推認を妨げる事実
　△＝推認に影響しない事実
・（　）内の数字は、原著のニュメロを指す。

＊　主要な判断要素の整理を試みたにすぎず、網羅的ではない。また、証明責任の分配は反映されていない。

抗　

弁　

不　

可
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い
ま
一
つ
は
、「
情
報
提
供
の
た
め
の
照
会
義
務
（obligation 

de sʼinform
er pour inform

er

）」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る

（n
o 1713 s.

）。
こ
の
種
の
義
務
は
、
素
人
（profane

）
と
取
引
を

す
る
事
業
者
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
事
業
者
は
、
顧

客
が
自
ら
の
関
心
を
知
ら
せ
る
の
を
待
つ
ば
か
り
で
な
く
、
顧
客
の

ニ
ー
ズ
を
摑
む
た
め
の
対
話
を
自
ら
主
導
し
、
そ
う
し
て
認
識
さ
れ

た
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
の
に
必
要
な
性
質
を
備
え
た
物
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
例
外
事
由
を
並
列
さ
せ
る
と
き
、
一

方
で
、
売
主
が
事
業
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
報
の
認
識
が
擬
制

0

0

0

0

0

さ
れ
る

0

0

0

と
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
情
報
提
供
の
た
め
の
照
会
義
務
と

の
関
係
で
も
重
ね
て
売
主
の
事
業
者
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

趣
旨
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
売
主
の
事
業
者
性
が
情
報
の

認
識
を
擬
制
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
情
報
を
認
識
す
る
た
め

0

0

0

0

0

0

の
調

査
・
照
会
を
重
ね
て
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
ゲ
ス
タ
ン
の
趣
意
は
、
売
主
の
事
業
者
性
は

「
情
報
」
そ
れ
自
体
の
認
識
を
擬
制
す
る
の
に
対
し
、
照
会
義
務
は

「
顧
客
の
意
図
」
の
調
査
を
も
射
程
に
収
め
る
も
の
と
す
る
点
に
あ

る
か
の
よ
う
で
あ
る）（（
（

。
情
報
提
供
義
務
違
反
が
同
意
の
瑕
疵
の
基
礎

づ
け
と
し
て
援
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
の
情
報
が
相
手
方
の
意
思

決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
義
務
者
が
認
識
し

て
い
る
こ
と
を
も
要
す
る
（n

o 1335 s. et 1725 s.

―
―
【
表
】

ケ
）。
こ
の
よ
う
に
、
義
務
者
の
認
識
が
、
情
報
そ
れ
自
体
に
と
ど

ま
ら
ず
、
そ
れ
が
相
手
方
に
と
っ
て
一
定
の
重
要
性
を
も
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
顧
客
に
と
っ
て
の
重
要

性
を
―
―
場
合
に
よ
っ
て
は
当
の
顧
客
に
特
有
の
主
観
的
事
情
に
も

留
意
し
つ
つ
―
―
積
極
的
に
調
査
す
る
義
務
を
事
業
者
に
課
す
る
こ

と
に
は
、
な
お
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
情
報
提
供
の
た
め
の
照
会
義
務
を
広
く
認
め
る
こ
と

に
は
問
題
も
あ
ろ
う
。
相
手
方
の
意
向
を
逐
一
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
れ
ば
、
取
引
に
要
す
る
費
用
は
著
し
く
大
き
な
も
の
と

な
る
。
ま
た
、
情
報
そ
れ
自
体
の
認
識
に
つ
い
て
も
、
自
ら
が
費
用

を
か
け
て
収
集
し
た
情
報
を
活
用
し
て
利
益
を
得
る
こ
と
は
―
―
少

な
く
と
も
一
般
論
と
し
て
は
―
―
許
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
判
断
は
、

依
然
と
し
て
大
き
な
説
得
力
を
有
し
て
い
る
。
ゲ
ス
タ
ン
自
身
、
沈

黙
に
よ
る
詐
欺
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
価
値
に
関
す
る

錯
誤
（erreur sur la valeur

）
を
理
由
と
す
る
契
約
の
取
消
し
は

許
さ
れ
な
い
と
説
く
と
き
に
は
（n

o 1338 et 1393 s.

）、
こ
う
し

た
価
値
判
断
を
前
提
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
請
を
ど
の
よ
う
に

調
停
す
べ
き
か
は
、
結
局
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
具
体
的
に
決
せ
ら

れ
る
ほ
か
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

⒝　

相
手
方
の
態
様
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次
い
で
、
相
手
方
の
態
様
と
し
て
は
、
当
の
情
報
を
知
ら
ず
（n

o 
1729 s.

）、
か
つ
、
そ
の
不
知
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す

る
（n

o 1745 s.

）。
要
件
論
と
し
て
は
、
後
者
の
問
題
が
よ
り
多
く

の
困
難
を
生
み
出
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
わ
れ
て

き
た
の
は
、
相
手
方
自
ら
が
負
う
べ
き
調
査
義
務
が
、
情
報
提
供
を

怠
っ
た
義
務
者
の
責
任
評
価
を
ど
の
よ
う
に
限
界
づ
け
る
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
っ
た
。
自
ら
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
情
報
に
つ
い
て

の
不
知
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
正
当
と
い
え
な
い
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
、
ゲ
ス
タ
ン
は
、
相
手
方
の
属
性
に
着
目
し
て
評
価
視

点
を
設
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
業
者
に
つ
い
て
は
調
査
可
能

性
が
容
易
に
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
素
人
に
つ
い
て
は
、
総
じ
て

情
報
提
供
義
務
が
肯
定
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
と
い
う

（n
o 1342 s.

）。
し
か
し
、
こ
の
判
断
枠
組
が
例
外
を
容
れ
な
い
も

の
で
は
な
い
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
非
事
業
者
の
調
査
義
務

が
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
子
が
父
の
債
務
を
保

証
し
た
事
例
に
お
い
て
、
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
の
成
立
を
否
定
す
る
に

あ
た
り
、
父
の
債
務
内
容
に
つ
い
て
は
自
ら
調
査
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
と
し
て
金
融
機
関
の
情
報
提
供
義
務
を
否
定
し
た
破
毀
院

第
一
民
事
部
一
九
八
五
年
三
月
一
九
日
（Bull. civ. n

o 98

）
等
が

挙
示
さ
れ
て
い
る
（n

o 1345

）。

　

以
上
が
、
情
報
提
供
義
務
論
に
関
す
る
分
析
の
梗
概
で
あ
る
。
こ

こ
に
現
れ
る
手
続
的
正
義
の
構
想
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
詐
欺

法
理
に
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
こ
の
点
を
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　

３　

沈
黙
に
よ
る
詐
欺

　

情
報
提
供
義
務
法
理
の
展
開
は
、
た
し
か
に
、
詐
欺
法
理
に
対
し

て
も
一
定
の
影
響
を
与
え
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
詐
欺
は
、
被
欺
罔

者
の
「
錯
誤
」
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
欺
罔
者
の
「
故
意
不
法
行

為
」
と
し
て
の
性
格
を
も
併
せ
も
つ
も
の
で
あ
り
、
情
報
提
供
義
務

違
反
一
般
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
が
、
ゲ
ス
タ
ン

の
基
本
的
立
場
で
あ
る
（
⑴
）。
そ
し
て
、
こ
の
故
意
要
件
の
存
在

こ
そ
が
、
情
報
収
集
リ
ス
ク
の
分
配
方
法
に
お
い
て
、
過
失
に
よ
る

情
報
提
供
義
務
違
反
と
の
決
定
的
な
相
違
を
基
礎
づ
け
る
（
⑵
）。

　
⑴
　
故
意
要
件
の
意
義

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
同
意
の
瑕
疵
の
原
因
と
し
て
の
詐
欺
に
つ

い
て
は
、
一
一
一
六
条
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
。
同
条
は
、「
詐
欺

的
術
策
（m

anœ
uvre dolosive

）」
と
い
う
限
定
的
な
定
式
を
用

い
る
が）（（
（

、
学
説
・
判
例
は
、
比
較
的
に
古
く
か
ら
、
こ
こ
に
は
単
な

る
「
虚
言
（m

ensonge

）」
や
「
沈
黙
」
も
ま
た
含
ま
れ
得
る
と

し
て
き
た
（n

o 1313 s.

）。
相
手
方
を
欺
く
意
図
を
も
っ
て
す
る
行
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為
で
あ
る
点
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
態
様
も
ま
た
、
故
意
不
法
行
為
と

し
て
の
性
格
を
失
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
故
意
要
件
こ
そ
が
詐
欺
法
理
の
本
質
で
あ
る
と
す
る

以
上
の
理
解
は
、
二
〇
世
紀
中
葉
以
降
の
消
費
法
の
展
開
と
と
も
に

変
容
を
被
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
七
七

年
一
月
一
九
日
判
決
（Bull. civ. n

o 40

）
は
、
中
古
車
の
売
買
契

約
に
お
い
て
、「
事
業
者
で
あ
る
以
上
、
走
行
距
離
を
知
ら
な
か
っ

た
は
ず
は
な
い
」
と
の
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
売
主
の
詐
欺
を
認
め
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
推
論
の
根
底
に
は
、
売
主
の
事
業
者
性
か
ら

瑕
疵
の
認
識
、
さ
ら
に
は
故
意
の
存
在
ま
で
も
推
認
す
る
と
い
う
含

意
―
―
つ
ま
り
、
故
意
要
件
の
重
要
性
の
低
下
―
―
を
み
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
（n

o 1297 et 1710

）。
し
か
し
、
近
時
、
破
毀
院
商

事
部
二
〇
〇
五
年
六
月
二
八
日
判
決
（Bull. civ. n

o 140

）
は
、

「
情
報
提
供
義
務
違
反
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
の
故
意
と
、
こ
れ

に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
意
思
を
決
定
づ
け
る
錯
誤
と
が
立
証
さ
れ
な

い
限
り
、
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
を
基
礎
づ
け
る
に
は
足
り
な
い
」
と
判

示
し
て
、
破
毀
院
が
依
然
と
し
て
故
意
要
件
を
堅
守
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
ゲ
ス
タ
ン
は
、
以
上
に
み
た
判
例
の
展
開
に
即

し
て
、
詐
欺
の
故
意
不
法
行
為
的
側
面
を
再
確
認
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
ゲ
ス
タ
ン
の
い
う
故
意
が
、
古
典
的
な
詐
欺
の
故
意

要
件
と
は
た
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
、
当
然
に
知
る
べ
き
こ
と
を

あ
え
て
知
ら
ず
に
虚
偽
の
事
実
を
告
げ
た
こ
と
―
―
つ
ま
り
、
情
報

提
供
の
た
め
の
照
会
義
務
へ
の
違
反
―
―
も
ま
た
、
故
意
と
同
視
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（n

o 1337

）。
こ
の

立
論
は
、「
被
告
会
社
お
よ
び
そ
の
業
務
執
行
者
は
、
不
動
産
取
引

事
業
者
で
あ
り
、
都
市
計
画
に
関
す
る
経
験
を
欠
い
て
い
た
買
主
に

対
し
、
売
買
の
目
的
で
あ
る
土
地
の
状
況
に
つ
き
、
通
路
と
配
管
網

と
に
関
す
る
調
査
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
点
を
意
図
的
に
確
認
し
な
か
っ
た
（volontairem

ent om
is

）」

と
し
て
詐
欺
の
成
立
を
認
め
た
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
八
一
年
二

月
三
日
判
決
（Bull. civ. n

o 22

）
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
が
、

本
判
決
の
い
う
「
故
意
」
は
、
相
手
方
を
欺
く
と
い
う
結
果
に
で
は

な
く
、
確
認
を
し
な
い
と
い
う
自
身
の
不
作
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
相
違
に
注
意
を
払
え
ば
、
本
判
決
に
対
し
て
、

「
知
ら
な
い
こ
と
を
あ
え
て

0

0

0

秘
匿
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
す

る
批
評
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
も）（（
（

、
首
肯
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
立
場
と
比
較
す
る
と
き
、
破
毀
院
の
立
論
に
与
し
つ
つ
、

評
価
対
象
事
実
を
期
罔
行
為
か
ら
調
査
懈
怠
へ
と
「
前
倒
し
」
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
故
意
概
念
を
柔
軟
化
し
た
ゲ
ス
タ
ン
の
詐
欺
理
論
が
、

情
報
提
供
義
務
論
に
よ
っ
て
多
分
に
馴
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。



69

現代フランス契約法の動向
　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
馴
化
を
容
れ
な
が
ら
も
、
ゲ
ス
タ
ン
が

故
意
要
件
を
あ
く
ま
で
堅
守
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
い
に
対
す
る
応
答
も
ま
た
、
近
時
の
破
毀
院
判
例
の
展
開
の
な

か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑵
　 「
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
は
錯
誤
を
常
に
宥
恕
す
る
」

　

本
書
に
お
け
る
ゲ
ス
タ
ン
の
主
張
と
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
故

意
の
存
在
が
、
情
報
収
集
リ
ス
ク
の
分
配
方
法
に
対
し
て
決
定
的
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
強
調
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
判
決
と
し
て
、
彼
は
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
一
年
二

月
二
一
日
判
決
（Bull. civ. n

o 20

）
の
紹
介
と
検
討
に
紙
幅
を
費

や
し
て
い
る
。
元
来
、
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

情
報
提
供
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
の
場
合
と
同
様
に

（
２
⑶
⒝
）、
被
欺
罔
者
が
当
該
情
報
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
正
当

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（n

o 1342 s.

）。

本
判
決
は
、
こ
う
し
た
判
断
枠
組
を
転
換
し
た
意
味
を
も
つ
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

本
判
決
は
、
ホ
テ
ル
を
建
築
す
る
た
め
の
土
地
と
営
業
財
産
の
売

買
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
判
決
が
、「
当
該
取
引
に
つ
い
て
専

門
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
て
買
主
自
ら
が
調
査
義
務
を
負
っ

て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
譲
渡
人
に
対
し
て
ご
く
基
本
的
な
確
認
を

す
れ
ば
行
政
上
の
規
制
に
関
す
る
設
備
の
正
確
な
状
況
が
わ
か
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
開
業
許
可
が
な
け
れ
ば
営
業
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
、
安
全
規
制
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、
買
主
に
よ
る
契
約
無
効

の
主
張
を
斥
け
た
。
し
か
し
、
破
毀
院
は
、
次
の
理
由
で
原
判
決
を

破
毀
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

惹
起
さ
れ
た
錯
誤
は
常
に
宥
恕
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
を
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
に

よ
っ
て
判
決
し
た
こ
と
に
よ
り
」、
控
訴
院
は
一
一
一
六
条
に
違
背

し
た
。
こ
の
一
般
的
説
示
を
根
拠
と
し
て
、
ゲ
ス
タ
ン
は
、
故
意
の

存
在
が
、
相
手
方
自
ら
に
よ
る
調
査
義
務
を
免
れ
さ
せ
る
と
い
う
理

解
を
示
す
の
で
あ
る
（n

o 1350 s.

）。

　

本
判
決
以
降
、
破
毀
院
は
、
こ
れ
と
同
旨
を
示
す
い
く
つ
か
の
判

決
を
下
し
て
き
た
。
破
毀
院
の
報
告
書
『
知
る
権
利
』
も
ま
た
、
破

毀
院
判
例
が
こ
の
方
向
で
固
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）（（
（

。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で
、
事
実
審
に
お
い
て
は
こ
れ
に
反
す
る
か
に
み

え
る
判
断
も
依
然
と
し
て
散
見
さ
れ
る
ほ
か
、
学
説
に
お
い
て
も
反

対
説
が
み
ら
れ
る
（n

o 1378 s.

）。
本
判
決
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た

問
題
と
そ
れ
に
対
す
る
ゲ
ス
タ
ン
の
批
評
―
―
本
判
決
の
規
範
命
題

を
擁
護
し
、
反
対
説
に
徹
底
的
な
反
論
を
加
え
る
―
―
は
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
の
追
跡
は
、
他
日
の
課
題
と
し
よ
う
。



70

法学研究 88 巻 7 号（2015：7）
　

４　

所　

見

　

以
上
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
同
意
の
保
護
に
関
す
る
ゲ
ス

タ
ン
の
分
析
を
み
て
き
た
。
最
後
に
若
干
の
所
感
を
述
べ
て
、
紹
介

を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

以
上
の
分
析
を
通
じ
て
垣
間
見
ら
れ
た
ゲ
ス
タ
ン
の
手
続
的
正
義

論
の
特
徴
の
一
つ
は
、
信
義
則
を
、
契
約
内
容
そ
れ
自
体
と
は
切
り

離
さ
れ
た
行
為
規
制
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、

故
意
と
い
い
、
専
門
家
責
任
と
い
い
、
そ
こ
で
格
別
の
重
要
性
が
認

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
種
の
道
徳
論
的
基
礎
づ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
で
、
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
の
所
説
を
引
用
し
て
述
べ
ら
れ
る

「
責
任
あ
る
人
（hom

m
e responsable

）
か
ら
成
る
社
会
」
と
い

う
表
象
こ
そ
が
（n

o 1701

）、
彼
の
議
論
の
基
層
を
な
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
道
徳
論
的
衡
量
の
方
向
づ
け
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
に

は
、
故
意
要
件
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
新
た
な
考
察
が
特
に
興
味
を

惹
く
。
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
を
「
故
意
の
情
報
提
供
義
務
違
反
」
と
換

言
し
て
足
れ
り
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
故
意
」
と
「
情
報
提
供
義

務
違
反
」
と
の
関
係
を
さ
ら
に
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
同
意
の

保
護
の
問
題
領
域
を
総
体
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
わ
ず
か
な
言
及
か
ら
も
気
づ
か
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
は
、
現
行
実
定
法
の
様
相
を
膨
大

な
判
例
の
引
用
に
よ
っ
て
跡
づ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
二
〇
一
〇
年

代
の
も
の
に
限
っ
て
さ
え
多
く
の
破
毀
院
判
例
が
採
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
情
報
提
供
義
務
論
が
決
し
て
現
在
性
を
失
っ
て
い
な

い
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

こ
う
し
た
判
例
の
展
開
は
、
は
た
し
て
、
彼
の
理
論
の
有
効
性
を

裏
書
き
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
れ
を
更
新
す
る
理
論

の
誕
生
を
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ゲ
ス
タ
ン
理
論
は
、
交
換
型
契

約
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
専
門
家
責
任
論
の
延
長
に
お
い
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
契
約
の
一
般
理
論
に
関
す
る
近
年
の
研
究
は
、

契
約
の
多
様
化
（diversification

）
に
呼
応
し
て
、
交
換
型
契
約

を
念
頭
に
置
く
法
的
規
律
の
普
遍
化
可
能
性
に
対
し
て
鋭
い
疑
義
を

向
け
始
め
て
い
る）（（
（

。
時
々
刻
々
と
発
展
す
る
契
約
の
現
実
に
対
し
て
、

彼
の
分
析
が
ど
の
程
度
の
有
効
性
を
も
ち
得
る
か
は
、
新
た
な
一
般

理
論
構
想
の
成
否
と
と
も
に
、
本
書
の
読
者
に
委
ね
ら
れ
た
検
証
の

課
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
紹
介
者
は
、
以
上
に
み
て
き
た
問
題
が
、
決
し
て
フ
ラ

ン
ス
法
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
―
―
む
し
ろ
、
わ
が
国
の
問
題
状

況
と
も
相
似
す
る
も
の
で
あ
る
―
―
こ
と
を
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ

る
が
、
改
め
て
強
調
し
て
お
く
必
要
を
感
じ
る
。
本
書
が
示
し
た
現

行
実
定
法
の
手
厚
い
分
析
は
、
本
書
旧
版
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に）（（
（

、

「
日
本
法
へ
の
示
唆
」
を
も
豊
富
に
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
著
者
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も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
日
本
の
読
者
に
対
し
て
は
、
そ
う
し
た
態
度
で

本
書
を
繙
く
こ
と
を
望
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）（（
（

。

（
1
）　

ゲ
ス
タ
ン
教
授
自
身
の
推
挙
に
よ
る
。
金
山
教
授
宛
の
私
信

「
私
自
身
は
、
第
一
巻
で
、
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
を
含
め
た
詐
欺
の
展

開
と
、
契
約
締
結
過
程
の
情
報
提
供
義
務
と
に
つ
い
て
執
筆
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
法
理
は
一
体
の
法
概
念
を
な
す
も
の
で
す
が
、
契
約

関
係
の
均
衡
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
意
図
が
こ
の
研
究
分
野
で
は
大

き
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
法
分
野
で
非
常
に
重
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
本
当
に

た
く
さ
ん
の
判
例
が
あ
り
ま
す
…
…
」。

（
2
）　

以
下
、
二
に
お
い
て
本
文
括
弧
内
に
示
す
ニ
ュ
メ
ロ
は
、
第
一

巻
（Le contrat - Le consentem

ent

）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　J. Ghestin, La notion dʼerreur dans le droit positif actuel, 

LGD
J, 1963, préf. J. Boulanger.

（
4
）　V

. supra note 3, n
o 153 s.

な
お
、
山
城
一
真
『
契
約
締
結

過
程
に
お
け
る
正
当
な
信
頼
―
―
契
約
形
成
論
の
研
究
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
四
年
）
三
八
二
頁
以
下
の
検
討
を
も
参
照
。

（
5
）　V
. supra note 3, n

o 84 s. 

野
村
豊
弘
教
授
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス

錯
誤
法
の
分
析
（
特
に
、
同
「
意
思
表
示
の
錯
誤
（
四
）」
法
協
九

三
巻
三
号
（
一
九
七
六
年
）
七
頁
以
下
に
お
け
る
要
件
論
の
考
察
）

は
、
こ
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
6
）　J. Ghestin, Conform

ité et garantie dans la vante (produits 

m
obiliers), LGD

J, 1983.

（
7
）　J. Ghestin, Cause de lʼengagem

ent et validité du contrat, 
LGD

J, 2006.

（
8
）　

な
お
、
本
紹
介
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
理
由
か
ら
、
原
著
と
は

異
な
る
叙
述
の
順
序
―
―
情
報
提
供
義
務
論
を
先
に
検
討
し
、
続
い

て
沈
黙
に
よ
る
詐
欺
を
検
討
す
る
―
―
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
は
、
情
報
提
供
義
務
の
観
念
が
、
詐
欺
を
含
め
た
諸
法
理
を
統

合
す
る
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
い
ま
一
つ
は
、

原
著
に
見
受
け
ら
れ
る
叙
述
の
重
複
を
整
理
す
る
た
め
に
は
、
情
報

提
供
義
務
に
関
す
る
議
論
を
先
に
検
討
す
る
の
が
便
宜
で
あ
る
と
考

え
た
こ
と
、
で
あ
る
。

（
9
）　

判
例
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
詐
欺
と
の
選
択
的
主
張
を
認
め
る

一
方
で
（n

o 1290

）、
錯
誤
と
の
関
係
で
は
瑕
疵
担
保
責
任
規
定
の

優
先
性
を
認
め
る
。
ゲ
ス
タ
ン
は
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

各
々
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
限
り
は
、
い
ず
れ
を
主
張
す
る
こ
と
も

妨
げ
ら
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
強
調
す
る
（n

o 1278 s.,  
not. n

o 1288

）。

（
10
）　V

. n
o 1530 note 62. 

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
特
に
、
後
藤
巻

則
『
消
費
者
契
約
の
法
理
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
11
）　M

. Fabre-M
agnan, D

e lʼobligation dʼinform
ation dans 

les contrats : essai dʼune théorie, LGD
J, 1992, préf. J. 

Ghestin, n
o 281 s. 

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
横
山
美
夏
「
契
約
締
結

過
程
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
」
ジ
ュ
リ
一
〇
九
四
号
（
一
九
九
六
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年
）
一
一
〇
頁
を
参
照
。

（
12
）　Cour de cassation, R

apport annuel 2010 : Le droit de 
savoir, La docum

entation française, 2011, n
o 1.1.1.1.2.1.1.1.

（
13
）　

破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
七
七
年
一
〇
月
四
日
判
決
（Gaz. 

Pal. 1978. 1. 262

）
は
、
約
定
さ
れ
た
と
お
り
の
目
的
物
を
引
き
渡

し
た
も
の
の
、
そ
の
目
的
物
の
性
質
が
買
主
の
想
定
し
て
い
た
も
の

と
食
い
違
っ
て
い
た
と
い
う
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、「
買
主
に
対
し
て
、

情
報
提
供
を
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
」
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、

破
毀
院
が
そ
の
根
拠
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
解
決
の
法

的
根
拠
に
つ
き
、
解
釈
の
余
地
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（v. n

o 
1528

）。

（
14
）　

以
下
に
紹
介
す
る
叙
述
の
ほ
か
、
ゲ
ス
タ
ン
は
、
個
別
の
法
領

域
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
の
適
用
、
立
法
上
の
取
扱
い
を
も
子

細
に
考
察
し
て
い
る
。

（
15
）　

情
報
提
供
義
務
の
履
行
に
関
す
る
証
明
責
任
の
問
題
全
般
に
つ

い
て
は
、
馬
場
圭
太
「
説
明
義
務
の
履
行
と
証
明
責
任
―
―
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
判
例
の
分
析
を
中
心
に
」
早
法
七
四
巻
四
︲
Ⅱ
号
（
一

九
九
九
年
）
五
五
一
頁
を
参
照
。

（
16
）　

売
主
が
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
合
意
に
よ
っ
て
担

保
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
（
民
法
典
一
六
四
三
条
）、

ま
た
、
隠
れ
た
瑕
疵
か
ら
生
じ
た
す
べ
て
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
同
一
六
四
五
条
）。
売
主
の
事
業
者
性
は
、
当
初
は

瑕
疵
の
認
識
を
推
定
さ
せ
る
経
験
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、

次
第
に
、
こ
れ
ら
各
条
の
適
用
を
基
礎
づ
け
る
独
自
の
法
規
範
と
し

て
の
内
実
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
の
経
緯
は
、Ghestin, 

supra note 6, n
o 254 s.

の
詳
論
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
17
）　

提
供
さ
れ
る
べ
き
情
報
そ
れ
自
体
（
例
・
目
的
物
に
担
保
権
が

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
―
―n

o 1714

）
と
、
相
手
方
の
意
向
（
例
・

タ
イ
ル
の
買
主
が
前
提
と
す
る
用
途
が
、
プ
ー
ル
の
周
囲
へ
の
敷
設

で
あ
っ
た
こ
と
―
―n

o 1720

）
と
で
は
、
調
査
・
照
会
に
要
す
る

行
為
の
内
容
は
自
ず
か
ら
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゲ
ス
タ

ン
が
情
報
提
供
の
た
め
の
照
会
義
務
を
論
じ
る
際
に
は
、
両
者
は
区

別
さ
れ
て
い
な
い
。

（
18
）　

そ
の
原
義
は
、「
人
を
陥
れ
る
た
め
に
策
を
弄
す
る
こ
と
」
で

あ
る
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
「
虚
言
」
を
す
る
よ
り
も
積
極

的
な
態
度
を
想
定
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
（n

o 1313 s.

）。

（
19
）　V

. Ch. Goldie-Genicon, Contribution à lʼétude des rapports 
entre le droit com

m
un et le droit spécial des contrats, 

LGD
J, 2009, préf. Y

. Lequette, n
o 257.

（
20
）　V

. Cour de cassation, supra note 12, n
o 1.1.1.1.2.1.2.2.

（
21
）　

た
と
え
ば
、
協
働
型
契
約
（contrat-coopération

）
に
関
す

るS. Lequette, Le contrat-coopération. Contribution à la 
théorie générale du contrat, Econom

ica, 2012, préf. Cl. 
Brenner

の
分
析
が
注
目
さ
れ
る
。
契
約
締
結
過
程
の
法
的
規
律
と

の
関
係
で
は
、v. not. n

o 353 s.
（
22
）　

本
書
旧
版
、
ひ
い
て
は
ゲ
ス
タ
ン
の
契
約
法
理
論
が
日
本
法
に



73

現代フランス契約法の動向

対
し
て
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
は
、
煩
を
厭
わ
ず
各
所
で
挙
示
し
た

わ
が
国
の
先
行
研
究
が
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
23
）　

金
山
教
授
宛
の
私
信
（
前
掲
注（
1
）所
引
の
文
に
続
け
て
）

「
…
…
そ
れ
か
ら
、
私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
フ
ラ
ン
ス
の
改
正
草
案

に
つ
い
て
も
注
意
を
払
い
ま
し
た
。
日
本
の
法
律
家
も
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
調
和
点
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
か
、
十
分
に
検

討
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
カ
ナ
ダ
の
最
高
裁
が
下
し
た
あ
る

判
決
は
、
契
約
締
結
過
程
の
情
報
提
供
義
務
の
一
般
的
要
件
を
定
義

す
る
際
に
、
私
の
主
張
を
明
示
的
に
引
用
し
て
、
そ
の
主
要
部
分
を

受
け
容
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
私
の
主
張
は
、
主
要
な
点
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
民
法
典
の
改
正
準
備
草
案
で
も
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
」。

（
山
城
一
真
）　

三　

契
約
の
無
効

　

第
二
の
各
論
と
し
て
紹
介
す
る
の
は
、
第
三
部
「
契
約
の
無
効

（Les nullités du contrat

）」
で
あ
る
。
旧
版
に
は
無
効
そ
れ
自

体
を
テ
ー
マ
と
す
る
章
節
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
が

ま
っ
た
く
新
た
に
か
つ
単
独
で
書
き
下
ろ
さ
れ
た
。
著
者
の
イ
ヴ
＝

マ
リ
・
ス
リ
ネ
（S

ERIN
ET , Y

ves-M
arie

。
パ
リ
南
＝
第
十
一
大
学

教
授
）
は
、
ゲ
ス
タ
ン
の
指
導
の
下
で
『
売
買
に
お
け
る
錯
誤
、
隠

れ
た
瑕
疵
、
引
渡
債
務
に
関
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
制
度
比
較
』
と

題
さ
れ
た
浩
瀚
な
テ
ー
ズ
（
全
一
二
七
八
頁
、
未
公
刊
（
１
））

を
仕
上
げ
、

以
後
主
と
し
て
契
約
法
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
。
卓
抜
か
つ
絢
爛

な
着
想
を
提
示
し
て
来
た
師
と
は
対
照
的
に
、
微
に
入
り
細
を
穿
つ

解
釈
論
を
身
上
と
す
る
。
そ
の
手
際
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
判
例

評
釈
は
、
現
代
に
お
け
る
ア
レ
テ
ィ
ス
ト
の
尊
称
を
受
け
る
に
相
応

し
い
質
量
を
誇
る
。
無
効
お
よ
び
そ
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復

（restitutions

）
は
著
者
が
最
も
好
ん
で
論
じ
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、

と
り
わ
け
訴
訟
法
上
の
規
律
へ
の
目
配
り
の
点
で
他
の
追
随
を
許
さ

な
い
。
二
〇
〇
五
年
カ
タ
ラ
草
案
の
新
機
軸
の
一
つ
を
成
し
た
原
状

回
復
の
節
（
第
三
章
第
六
節
「
契
約
覆
滅
後
の
原
状
回
復
」）
の
起

草
者
で
も
あ
る
著
者
は
、
新
設
パ
ー
ト
の
担
当
者
と
し
て
ま
さ
に
適

任
で
あ
る
（
２
）。

　

か
く
し
て
上
梓
さ
れ
た
第
三
部
は
、
師
に
よ
っ
て
「
無
効
の
真
の

一
般
理
論
（une véritable théorie générale des nullités

）」

（avant-propos, p. X
V

III

）
と
称
賛
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の

冒
頭
は
、
想
像
に
反
し
て
悲
観
的
な
叙
述
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
般
理
論
と
は
、「
学
識
的
構
成
（construction savante

）」

に
よ
る
「
思
弁
的
営
為
（œ

uvre spéculative

）」
を
指
す
が
、
こ

れ
と
一
般
法
（droit com

m
un

）
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

本
書
で
扱
わ
れ
る
べ
き
は
一
般
法
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
契
約
の
無

効
は
、
ま
さ
し
く
「
真
の
一
般
理
論
が
現
実
に
構
築
さ
れ
て
き
た
分
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野
で
あ
る
」。
と
い
う
の
も
、
古
法
の
混
乱
と
起
草
者
の
懈
怠
の
た

め
に
、
一
般
法
た
る
民
法
典
は
明
晰
さ
を
欠
き
、
学
識
と
思
弁
で
補

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
継
起
し
た
諸
理
論
は
「
コ

ン
ポ
ジ
ッ
ト
（com

posite

）」
し
か
も
た
ら
さ
ず
、
こ
の
分
野
の
把

握
は
困
難
を
極
め
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
ベ
ナ
バ
ン
（B

ÉN
A

BEN
T , 

A
lain

）
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
る
（
３
）。「

学
説
の
理
論
的
体
系
化
の
意

思
と
、
判
例
を
支
配
す
る
実
用
主
義
と
の
間
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、

天
を
仰
が
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
、
立
法
者
の
ア
プ
リ
オ

リ
な
一
般
的
見
立
て
と
、
裁
判
所
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
事
案
毎
の

見
立
て
と
の
間
に
生
ず
る
歪
み
に
起
因
す
る
」。
以
上
の
言
辞
を
受

け
た
の
ち
に
、無
効
論
の
現
状
は「
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク（casuistiques

）」

と
表
現
さ
れ
る
。
誰
も
望
ん
で
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た

状
況
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
「
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
法
を
検
討
し
て
み

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
」（n

o 2003

）。

　

こ
う
し
た
あ
る
種
の
諦
念
を
基
調
と
す
る
九
〇
九
頁
（n

o 2001-
2955

）
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
の
彙
纂
は
、
読
者
を
倦
ま
せ
、
評
者
を

絶
望
さ
せ
る
（
４
）。
し
か
し
逆
に
、
過
剰
な
ま
で
の
学
説
判
例
の
引
用
と

そ
れ
ら
に
対
す
る
逐
次
の
論
評
（
５
）は

、
読
者
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
フ

ラ
ン
ス
法
の
外
に
身
を
置
く
者
に
と
っ
て
、
一
級
の
資
料
的
価
値
を

約
束
す
る
（
６
）。

民
法
が
一
般
法
で
あ
る
以
上
当
然
と
は
い
え
、
労
働

法
・
消
費
者
法
・
競
争
法
・
保
険
法
・
知
的
財
産
法
な
ど
、
特
別
法

分
野
に
お
け
る
無
効
の
諸
問
題
に
も
遺
漏
な
く
分
析
が
施
さ
れ
る
様

に
は
圧
倒
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
性
格
の
著
作
は
ま
っ
た

く
書
評
に
適
し
な
い
も
の
の
、
読
解
を
容
易
に
し
得
る
ポ
イ
ン
ト
を

指
摘
し
、
最
低
限
の
務
め
を
果
た
す
こ
と
と
す
る
。
せ
っ
か
く
の
宝

物
を
本
棚
の
肥
や
し
に
し
て
し
ま
っ
て
は
勿
体
な
い
。

　

ま
ず
は
、
第
三
部
の
プ
ラ
ン
を
確
認
し
よ
う
。「
無
効
の
定
義

（définition

）」
と
題
さ
れ
た
第
一
章
は
、
無
効
と
い
う
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
の
本
質
を
探
り
、
他
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
の
弁
別
を
図
る
第

一
節
「
無
効
の
基
本
原
理
（élém

ents

）」、
お
よ
び
、
絶
対
無
効
と

相
対
無
効
と
の
対
置
の
帰
結
を
仔
細
に
検
討
す
る
第
二
節
「
無
効
の

類
型
（catégories

）」
か
ら
成
る
。

　

第
二
章
「
無
効
の
実
現
（m

ise en œ
uvre

）」
は
、
当
事
者
に

よ
る
無
効
主
張
か
ら
判
決
に
至
る
過
程
を
詳
述
す
る
。
そ
の
意
義
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
反
覆
権

（droit de critique

）」
で
あ
る
。
第
一
准
章
（sous-titre

）「
無
効

行
為
の
反
覆
」
は
、
主
張
権
者
の
範
囲
と
主
張
方
法
に
関
連
す
る
諸

問
題
を
扱
う
（
第
一
節
「
反
覆
権
の
付
与
」、
第
二
節
「
反
覆
権
の

行
使
」）。
続
く
第
二
准
章
「
無
効
行
為
の
有
効
化
（consolida-

tion
）」
で
は
、
無
効
が
治
癒
さ
れ
る
場
面
が
系
統
的
に
整
理
さ
れ

る
。
第
一
節
「
意
思
に
よ
る
有
効
化
」
は
、
適
式
化
（régularisa-
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tion

）
と
追
認
（confirm

ation

）
を
扱
い
、
第
二
節
「
自
動
的
な

有
効
化
」
は
、
立
法
・
判
例
等
に
よ
る
無
効
事
由
の
事
後
消
滅
、
お

よ
び
、
時
効
を
採
り
上
げ
る
。

　

第
三
章
「
無
効
の
射
程
（portée

）」
に
は
、
一
部
無
効
等
、
無

効
が
及
ぶ
範
囲
を
検
討
す
る
第
一
准
章
「
無
効
の
範
囲
」（
第
一
節

「
一
部
無
効
」、
第
二
節
「
契
約
の
修
正
」）
が
、
次
い
で
、
無
効
の

効
果
を
網
羅
的
に
対
象
と
す
る
第
二
准
章
「
無
効
の
効
果
」（
第
一

節
「
遡
及
効
の
原
則
」、
第
二
節
「
遡
及
効
の
実
現
」）
が
置
か
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
列
挙
し
た
だ
け
で
も
、
複
雑
怪
奇
な
フ
ラ
ン
ス
無
効

法
を
前
に
立
ち
尽
く
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
を
一
旦
突
き
放
し

て
見
る
な
ら
ば
、
面
妖
さ
の
淵
源
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

や
は
り
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
無
効
は
「
訴
権

（action

）」
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
、
裁
判
所
の
関
与
を
要
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
制
度
的
前
提
は
、
当
然
に
訴
訟
法
と
の
連
絡
を
必
須

と
す
る
。
も
っ
と
も
、
他
の
債
権
法
関
連
書
を
参
照
し
た
と
し
て
も
、

訴
訟
法
へ
の
配
慮
は
乏
し
く
、
他
方
、
民
事
訴
訟
法
関
連
書
に
視
野

を
広
げ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
無
効
に
即
し
た
説
明
は
得
ら
れ
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
本
書
は
、
訴
訟
法
上
の
諸
原
則
へ
の
周
到
な
言

及
を
特
徴
と
し
、
こ
の
意
味
で
「
か
ゆ
い
と
こ
ろ
」
に
手
を
届
か
せ

て
く
れ
る
（
７
）。

　

他
方
第
二
に
、
聞
き
慣
れ
な
い
訳
語
が
困
難
を
自
白
す
る
よ
う
に
、

「
反
覆
権
」
な
る
概
念
が
躓
き
の
石
を
成
す
。
そ
の
含
意
を
了
解
す

る
に
は
、
大
略
以
下
の
よ
う
な
理
論
的
背
景
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
無
効
法
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
断
絶
を
経
験
し
た
。

す
な
わ
ち
、
註
釈
学
派
の
古
典
理
論
（théorie classique

）
が
、

ジ
ャ
ピ
オ
（JA

PIO
T , René

）
（
８
）、

ゴ
ド
ゥ
メ
（G

A
U

D
EM

ET , Eugène

）
（
９
）

を
代
表
と
す
る
新
理
論
（théorie m

oderne

）
か
ら
の
批
判
を
受

け
る
。
両
理
論
の
角
逐
の
中
か
ら
、
一
方
で
、
絶
対
無
効
・
相
対
無

効
の
対
の
一
般
化
が
も
た
ら
さ
れ
、
他
方
で
、
無
効
は
裁
判
上
の
制

度
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
学
説
史
上
の
画
期
を
彩
っ
た

の
が
反
覆
権
の
概
念
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ジ
ャ
ピ
オ
に
よ
っ
て
旧
理

論
に
対
す
る
批
判
の
武
器
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
、
一
時
は
無
効

の
定
義
そ
れ
自
体
を
成
し
た
。
し
か
し
古
典
理
論
の
再
興
と
も
呼
ぶ

べ
き
状
況
を
経
て
、
無
効
論
は
動
揺
を
来
す
。
新
た
な
無
効
の
定
義

と
と
も
に
、
概
念
に
相
応
し
い
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
一

九
九
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
、
以
上
の
学
説
の
展
開
の
総

決
算
と
評
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
第
一
に
「
理
論
的
背
景
」
を
通
時
的
に
整
理
し
、
著

者
の
定
義
に
至
る
系
譜
を
探
る
（
１　

無
効
論
の
系
譜
）。
前
記
の
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「
制
度
的
前
提
」
が
強
調
さ
れ
る
所
以
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
受
け
て
、
著
者
の
無
効
論
が
標
榜
す
る
実
践
的
意
義
に
つ
い

て
若
干
の
解
題
を
試
み
る
（
２　

無
効
論
の
現
在
）。
以
上
に
よ
り
、

複
雑
怪
奇
と
い
う
印
象
を
些
か
な
り
と
も
和
ら
げ
、
第
三
部
を
繙
く

際
の
道
標
を
立
て
る
こ
と
が
叶
え
ば
、
本
稿
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
よ

う
。

　

１　

無
効
論
の
系
譜

　

著
者
に
よ
る
無
効
の
定
義
を
参
照
し
よ
う
。
無
効
は
「
契
約
成
立

規
範
へ
の
違
反
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
り
、「
契
約
の
効

力
剝
奪
（ineffi

cacité

）」）
（（
（

を
も
た
ら
す
（n

o 2009

）。
一
見
し
て
自

明
な
こ
の
定
義
の
含
意
を
理
解
す
る
に
は
、
否
が
応
で
も
時
を
遡
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
効
理
論
史
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
も
優

れ
た
紹
介）（（
（

が
複
数
存
在
す
る
が
、
以
下
、
改
め
て
略
述
す
る
。

　

ま
ず
は
民
法
典
の
構
成
を
確
認
す
る
の
が
便
宜
で
あ
る
。「
債
務

の
消
滅
」
と
題
さ
れ
た
民
法
典
第
三
篇
第
三
章
第
五
節
の
冒
頭
条
文

で
あ
る
一
二
三
四
条
は
、
そ
の
第
七
項
に
お
い
て
「
無
効
ま
た
は
取

消
（la nullité ou la rescision

）」
を
挙
げ
る
。
細
則
は
、
同
節

第
七
款
「
合
意
の
無
効
ま
た
は
取
消
訴
権（action en nullité ou 

rescision des conventions

）」
に
配
さ
れ
た
一
三
〇
四
条
乃
至
一

三
一
四
条
が
こ
れ
を
規
律
す
る
。
も
っ
と
も
、
一
般
法
た
る
条
文
は
、

訴
権
行
使
期
間
を
原
則
一
〇
年
（
一
九
六
八
年
改
正
に
よ
り
五
年
に

短
縮
）
と
す
る
一
三
〇
四
条
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
は
未
成
年
者

に
よ
る
合
意
の
取
消
に
関
す
る
特
則
に
充
て
ら
れ
る
。
訴
権
の
効
果

は
お
ろ
か
、
無
効
と
取
消
と
の
区
別
さ
え
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
一
般
法
の
不
備
は
、
古
法
時
代
に
お
け
る
契
約
か
ら
効

力
を
剝
奪
す
る
諸
方
途
の
類
別
の
あ
り
方
に
求
め
ら
れ
る
。
異
な
る

観
点
に
依
拠
す
る
二
つ
の
区
別
を
、
著
者
は
、
図
式
的
な
が
ら
正
確

に
整
理
す
る
（n

o 2094-2098

）。
第
一
は
、
取
消
状
（lettre de 

rescision

）
（（
（

）
と
い
う
特
殊
な
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
、

一
方
に
、
無
効
な
い
し
当
然
無
効
（nullité de plein droit

）
を
、

他
方
に
、
取
消
（rescision

）
を
配
す
る
区
別
で
あ
る
。
こ
の
区
別

は
法
源
の
違
い
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
が
王
令
・
慣
習
法

等
を
内
容
と
す
る
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
上
の
無
効
事
由
に
つ
い
て
、
後

者
は
「
ロ
ー
マ
法
」
上
の
無
効
事
由
に
つ
い
て
言
渡
さ
れ
る
。
第
二

は
、
現
代
に
も
生
き
る
絶
対
無
効
（nullité absolue

）
と
相
対
無

効
（nullité respective

＝
当
時
の
用
語
法
）
と
の
区
別
で
あ
り
、

無
効
を
通
じ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
の
差
異
に
依
拠
す
る
。
前
者
は
一

般
利
益
な
い
し
公
益
の
実
現
を
目
的
と
し
、
後
者
は
損
害
（lésion

）

（
＝
詐
欺
等
に
よ
る
不
利
益
を
も
含
む
広
義
の
概
念
）
を
受
け
た
当

事
者
を
契
約
か
ら
救
い
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
司
法
制
度
改
革
に
よ
り
、
取
消
状
の
制
度
が
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廃
止
さ
れ
る
と
、
取
消
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
独
立
性
を
失
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
典
は
、
無
効
と
取
消
と
の
関
係
を
整
序
し

な
か
っ
た
。
実
際
、
契
約
締
結
時
の
事
由
に
よ
る
効
力
剝
奪
は
「
無

効
」
と
一
般
的
に
称
さ
れ
る
が
、
過
剰
損
害
（lésion

）（
＝
狭
義
）

の
場
合
、
お
よ
び
、
契
約
当
事
者
が
未
成
年
の
場
合
に
限
っ
て
は
、

「
取
消
」
な
い
し
「
原
状
回
復
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
実
現
態
様
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
無
効
ま
た
は
取
消
訴
権
」
と

し
て
一
括
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

不
分
明
な
民
法
典
を
承
け
た
註
釈
学
派
は
、
一
方
で
、
取
消
の
特

殊
性
を
否
定
し
、
他
方
で
、
無
効
を
二
つ
に
区
別
す
る
。
区
別
の
基

準
は
、
合
意
（convention

）
の
要
件
の
重
要
度
の
強
弱
に
、
あ
る

い
は
、
合
意
な
い
し
行
為
の
状
態
（état de lʼacte
）
に
求
め
ら
れ

る
（n

o 2099-2106

）。
同
意
（consentem

ents

）
の
合
致
等
、
合

意
が
本
質
的
要
件
な
い
し
存
在
要
件
を
欠
く
場
合
、
そ
れ
は
「
死
産

（m
ort-né

）」
の
状
態
で
法
の
世
界
に
登
場
し
た
も
の
と
さ
れ
、「
不

存
在
（inexistence

）」
と
み
な
さ
れ
る
。
な
ん
ら
効
力
を
も
た
な

い
合
意
に
つ
い
て
無
効
が
言
渡
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
他
方
、
同
意

の
瑕
疵
等
、
合
意
が
有
効
要
件
を
欠
く
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
そ
れ
は

「
病
を
受
け
た
（m

alade

）」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
合
意
の
効
力
を
排
斥
す
る
た
め
に
は
訴
権
を
要
す
る
。
ま
た
、

治
癒
が
可
能
で
あ
る
以
上
、
追
認
も
許
さ
れ
る
。
合
意
が
帯
び
た
欠

陥
の
程
度
に
応
じ
た
区
別
は
、（
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
名
称
は
論
者
に

よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
）
絶
対
無
効
と
相
対
無
効
と
の
対
に
投
影
さ

れ
、
制
度
の
細
則
も
一
義
的
に
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

訴
権
の
要
否
、
追
認
の
可
否
、
時
効
消
滅
の
有
無
、
主
張
権
者
の
範

囲
の
い
ず
れ
も
が
、
無
効
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
演
繹
的
に
確
定
さ
れ

る
。

　

註
釈
学
派
が
構
築
し
た
、
あ
る
意
味
で
は
整
然
と
し
た
体
系
は
、

ジ
ャ
ピ
オ
の
一
撃
に
よ
り
脆
く
も
崩
れ
去
る
。
実
際
、
こ
の
体
系
は

必
ず
し
も
実
定
法
を
説
明
し
な
い
（n

o 2111-2119

）。
と
り
わ
け
、

民
法
典
は
、
訴
権
を
要
し
な
い
不
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
想
定
し
て

い
な
い
。
無
効
に
訴
権
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
は
、
既
に
形
成
さ
れ

た
事
実
状
態
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
自
力
救
済
の

禁
止
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
理
は
彼
ら
に
い
う
不
存
在
の
類
型

に
も
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
一
三
〇
四
条
の
訴
権
消
滅
時
効
も
ま

た
、
訴
え
の
必
要
を
前
提
と
す
る
。

　

斯
様
な
「
民
法
典
に
依
拠
し
た
註
釈
学
派
批
判）（（
（

」
を
前
提
に
、
無

効
に
対
す
る
新
た
な
定
義
が
構
想
さ
れ
た）（（
（

。
こ
こ
に
「
反
覆
権
」
が

登
場
す
る
。
無
効
は
裁
判
官
に
よ
る
言
渡
し
を
要
す
る
が
、
そ
れ
を

促
す
の
は
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
。
こ
の
者
こ
そ
が
、
自
ら
が
有
す
る

実
体
権
と
し
て
の
反
覆
権
を
訴
訟
に
お
い
て
行
使
し
、
相
手
方
の
違

法
な
所
為
を
告
発
す
る
。
行
使
態
様
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
事
実
状
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態
を
除
去
し
既
履
行
の
給
付
の
返
還
を
求
め
る
な
ら
ば
、
反
覆
権
は

訴
権
の
形
態
を
採
る
。
他
方
、
相
手
方
か
ら
の
請
求
を
封
ず
る
た
め

に
援
用
さ
れ
る
場
合
は
、
抗
弁
の
形
態
を
採
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、

反
覆
権
の
行
使
す
な
わ
ち
無
効
は
、
法
規
に
違
背
し
た
行
為
に
対
す

る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
発
動
要
請
で
あ
り
、
行
為
が
死
や
病
の
状
態
に

あ
る
こ
と
の
確
認
要
請
で
は
な
い
。

　

反
覆
権
の
概
念
は
、
行
為
か
ら
当
事
者
へ
と
視
点
を
転
換
さ
せ
る
。

無
効
の
類
型
化
は
、
反
覆
権
の
保
持
者
の
確
定
の
た
め
に
必
要
な
も

の
と
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
類
型
化
の
基
準
は
、
行
為
の
状
態

の
程
度
で
は
な
く
、
違
反
さ
れ
た
法
規
範
が
保
護
し
よ
う
と
し
た
利

益
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
一
般
利
益
で
あ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
者
に
反

覆
権
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
利
者
が
多
け
れ
ば
、
無

効
の
可
能
性
が
そ
れ
だ
け
広
く
開
か
れ
る
。
他
方
、
個
別
利
益
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
害
さ
れ
た
者
に
反
覆
権
が
与
え
ら
れ
れ
ば
十
分
で
あ

る
。
そ
の
者
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
反
覆
権
は
放
棄

さ
れ
て
も
よ
い
（n

o 2116

）。
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い

が
、
前
者
が
絶
対
無
効
、
後
者
が
相
対
無
効
の
定
義
と
な
る）（（
（

。
古
法

時
代
の
二
つ
の
区
別
の
う
ち
の
一
方
の
再
来
と
評
す
る
こ
と
も
で
き

る
）
（（
（

。

　

以
上
、
著
者
の
整
理
に
従
っ
て
概
観
し
た
が
、
新
理
論
の
位
置
付

け
に
注
意
を
要
す
る
。
著
者
は
、
学
説
史
を
整
理
す
る
箇
所
に
お
い

て
、
民
法
典
以
前
を
概
観
す
る
「
史
的
先
例
（précédentes 

historiques

）」、
註
釈
学
派
の
理
論
を
紹
介
す
る
「
古
典
理
論
」
に

引
き
続
き
、「
現
在
の
無
効
観
（conceptions actuelles

）」
を
置

く
。
新
理
論
は
、
学
説
史
を
画
し
た
過
去
の
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、

現
行
理
論
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
待
遇
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
二
点
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
新
理
論
は
、
そ
の
生
成
当
初
か
ら
必
ず
し
も
一
枚
岩
の

理
論
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
新
理
論
を
代
表
す
る
二
者
は
、
反
覆

権
の
概
念
の
射
程
に
つ
い
て
対
立
し
た
。
著
者
も
小
フ
ォ
ン
ト
部
分

で
さ
り
げ
な
く
指
摘
す
る
よ
う
に
（n

o 2111, p. 805

）、
ジ
ャ
ピ
オ

は
、
無
効
訴
権
の
存
在
自
体
を
否
定
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
反
覆
権

は
、
無
効
訴
権
と
区
別
さ
れ
た
返
還
訴
権
（
非
債
弁
済
返
還
訴
権
ま

た
は
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
訴
権
）
の
前
件
と
し
て
し
か
援
用
さ
れ

な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
返
還
を
内
容
と
す
る
「
請
求
の
趣
旨
」
と

の
関
係
で
は
、「
請
求
原
因
」
な
い
し
「
攻
撃
方
法
」
と
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
い）（（
（

。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
無
効
に
関
す
る
訴

訟
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
時
効
は
、
返
還
訴
権
に
即
し
て
一
般
法
上

の
時
効
（
三
〇
年
。
二
〇
〇
八
年
改
正
に
よ
り
現
在
で
は
五
年
）
と

な
る
。
一
三
〇
四
条
の
短
期
消
滅
時
効
の
趣
旨
が
否
定
さ
れ
る
に
等

し
い）（（
（

。
こ
の
点
を
論
難
し
て
無
効
訴
権
を
救
っ
た
の
が
ゴ
ド
ゥ
メ
で
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あ
っ
た
。
こ
う
し
て
実
体
権
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

反
覆
権
は
否
定
さ
れ
、
訴
訟

0

0

を
通
じ
た

0

0

0

0

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
発
動
要
請
で
あ
る
旨
が
強
調
さ
れ
る
。

　

第
二
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、「
訴
訟
法
的
無
効
観
」
と
し
て
収

斂
し
た
新
理
論
へ
の
新
た
な
批
判
の
登
場
で
あ
る
。
反
覆
権
の
概
念

は
、
な
ぜ
、
い
か
な
る
場
合
に
そ
れ
が
発
生
す
る
の
か
を
説
明
し
な

い
。
行
為
が
欠
陥
を
帯
び
る
か
ら
こ
そ
こ
の
権
利
が
生
ず
る
の
で
は

な
い
か
。
批
判
は
、「
適
式
化
（régularisation

）」
に
即
し
て
展

開
さ
れ
た
。
適
式
化
と
は
、
契
約
締
結
後
の
事
情
に
よ
り
無
効
が
治

癒
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
。
例
え
ば
、
公
証
人
証
書
を
要
す
る
贈
与
に

つ
き
、
私
書
証
書
が
作
成
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
公
署
性
が
付
さ
れ
方

式
の
欠
如
が
克
服
さ
れ
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
無
効
事
由
が
消
滅

す
れ
ば
、
反
覆
権
も
ま
た
根
拠
を
失
う
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
扱
っ

た
デ
ュ
ペ
ロ
ン
（D

U
PEY

RO
N , Christian

）
の
テ
ー
ズ）（（
（

は
、
無
効
は

行
為
が
帯
び
た
欠
陥
の
有
無
に
依
存
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
行
為
の

性
質
と
い
う
古
典
理
論
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
再
導
入
し
た
（n

o 
2121

）。

　

こ
の
批
判
を
受
け
て
危
機
に
瀕
し
た
新
理
論
を
更
新
し
た
功
績
は
、

著
者
と
同
じ
く
ゲ
ス
タ
ン
を
師
と
し
た
、
ゲ
ル
フ
ュ
ッ
シ
＝
チ
ビ
エ

ル
ジ
ュ
（G

U
ELFU

CCI -T
H

IBIERGE , Catherine

）
に
帰
さ
れ
る
。『
無

効
、
原
状
回
復
、
責
任
』
と
題
さ
れ
た
彼
女
の
テ
ー
ズ
は）（（
（

、
反
覆
権

の
概
念
を
維
持
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
無
効
の
定
義
か
ら
排
す
る
こ
と

を
提
案
す
る
。
反
覆
権
は
、
誰
が
無
効
訴
権
を
提
起
し
得
る
地
位
に

あ
っ
た
か
を
説
明
す
る
た
め
の
概
念
で
し
か
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、

訴
権
の
受
理
可
能
性
（recevabilité

）
に
の
み
関
わ
る
。
当
該
訴

権
が
実
際
に
無
効
を
も
た
ら
す
か
否
か
、
す
な
わ
ち
本
案
の
判
断
は
、

裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
の
構
造
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
無
効
の
定

義
は
別
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
自
身
が
彼
女
に
語

ら
せ
る
よ
う
に
（n

o 2122

）、
無
効
は
、
裁
判
官
の
判
決
を
受
け
て

実
体
法
の
レ
ベ
ル
で

0

0

0

0

0

0

0

0

生
ず
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
反
覆
権
は
こ

の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
発
動
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

意
味
で
、
無
効
は
訴
訟
法
に
還
元
さ
れ
な
い
。
他
方
、
こ
の
「
実
体

法
的
無
効
観
」
は
、
行
為
の
状
態
を
無
効
と
理
解
す
る
も
の
で
も
な

い
。
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
以
前
に
は
無
効
は
な
く
、
行
為
が
「
無
効
事

由
（cause de nullité

）」
を
帯
び
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
、

前
述
の
無
効
の
定
義
が
獲
得
さ
れ
る
。

　

以
上
の
展
開
は
、
ま
さ
し
く
「
思
弁
的
営
為
」
と
一
笑
に
付
さ
れ

る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
学
説
上
の
争
い
を
横
目
に
、
判
例

は
し
ば
し
ば
古
典
理
論
に
依
拠
す
る
旨
も
指
摘
さ
れ
る
（n

o 2127

）。

し
か
し
、
こ
の
思
弁
か
ら
、
重
要
な
理
論
的
含
意
を
引
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
無
効
」
と
し
て
語
ら
れ
る
事
象
に
は
実
は

雑
多
な
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
分
節
を
要
す
る
こ
と
を



80

法学研究 88 巻 7 号（2015：7）

教
え
て
く
れ
る
。
無
効
を
裁
判
外
の
事
象
と
す
る
法
体
系
で
は
必
ず

し
も
認
識
に
至
ら
な
い
が
、「
無
効
事
由
」「
そ
の
援
用
」「
行
為
の

覆
滅
」
と
い
う
三
つ
の
段
階
が
時
系
列
的
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
無
効
の
定
義
は
、
い
み
じ
く
も
こ
の
順
序
に
従
い
、「
行
為
の

状
態
」「
反
覆
権
」「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
変
遷
し
た
。

　

一
旦
距
離
を
取
っ
て
眺
め
れ
ば
、
こ
の
定
義
の
変
遷
は
、
フ
ラ
ン

ス
無
効
法
の
特
異
性
の
認
識
過
程
と
も
表
現
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、

契
約
が
帯
び
た
欠
陥
と
い
う
ご
く
常
識
的
な
無
効
の
定
義
か
ら
、
裁

判
を
要
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
定
義
へ
と
至
っ
て
い
る
。
こ
の
制
度

的
前
提
を
分
析
す
る
視
角
は
、
当
初
は
反
覆
権
と
い
う
契
約
当
事
者

の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
の
、
裁
判
官
の
判
断

そ
れ
自
体
へ
と
移
行
し
た
。
実
際
、
現
在
の
無
効
論
が
目
指
す
と
こ

ろ
は
、
裁
判
官
の
判
断
の
内
実
の
解
析
で
あ
り
、
そ
の
枠
付
け
で
あ

る
）
（（
（

。

　

２　

無
効
論
の
現
在

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
無
効
は
「
契
約
成
立
規
範
へ
の
違
反
に
対

す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
定
義
さ
れ
る
。
す
る
と
、
違
反
さ
れ
た
規

範
の
内
容
が
推
論
の
起
点
と
な
る
。
当
該
規
範
の
目
的
・
存
在
理
由

に
と
っ
て
最
も
効
果
的
な
（effi

ciente

）
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
選
択
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず）（（
（

、
無
効
が
選
択
さ
れ
た
場
合
も
、
そ
の
具
体
的

規
律
は
、
効
果
的
か
否
か
の
テ
ス
ト
に
服
す
る
。
出
訴
権
者
の
範
囲
、

追
認
の
可
否
等
、
細
則
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
こ
の
観
点
か
ら
論
じ

ら
れ
、
も
は
や
絶
対
無
効
・
相
対
無
効
の
区
別
の
み
で
は
不
十
分
と

な
る
。
ま
さ
し
く
事
例
毎
の
判
断
と
い
う
意
味
で
の
「
カ
ズ
イ
ス

テ
ィ
ク
」
が
こ
の
分
野
を
支
配
す
る
。
法
規
範
の
内
容
が
不
明
確
で

あ
れ
ば
（
例
え
ば
「
無
効
」
と
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
）、

裁
判
官
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
（n

o 2128

）。
翻
っ
て
言
え
ば
、
サ

ン
ク
シ
ョ
ン
た
る
性
質
の
強
調
は
、
裁
判
官
の
判
断
に
か
か
る
比
重

の
大
き
さ
の
反
映
で
あ
る
。
第
三
部
は
、
分
野
の
特
性
上
、
大
部
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

例
え
ば
、
認
識
さ
れ
て
久
し
い
公
序
（ordre public

）
の
拡
大

現
象）（（
（

は
、
そ
う
し
た
無
効
論
の
現
状
に
相
即
的
で
あ
る
。
特
別
法
が

何
ら
か
の
公
序
規
定
を
備
え
る
と
き
、
民
法
典
六
条
を
通
じ
て
合
意

が
無
効
と
さ
れ
得
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
無
効
が
い
か
な
る
無
効
で

あ
る
か
が
指
示
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
問
題
と
な
る
公
序
が
指
導

的
（de direction

）
公
序
で
あ
れ
ば
、
法
秩
序
の
回
復
を
図
る
べ
く
、

出
訴
権
者
の
限
定
の
な
い
絶
対
無
効
、
保
護
的
（de protection

）

公
序
で
あ
れ
ば
、
救
済
対
象
者
に
出
訴
権
が
限
定
さ
れ
る
相
対
無
効
、

と
い
う
説
明
が
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
序

の
性
質
の
確
定
は
法
規
範
の
解
釈
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
り
、
必
ず

し
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
定
ま
ら
な
い
。「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
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有
効
性
」
が
解
釈
指
針
と
し
て
要
請
さ
れ
る
（n

o 2165-2181

）。

　

他
方
、
新
た
な
無
効
の
定
義
は
、
無
効
の
範
囲
の
画
定
に
際
し
て

も
意
味
を
持
つ
。「
行
為
の
状
態
と
し
て
の
無
効
」
と
い
う
発
想
を

捨
て
る
と
き
、
無
効
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
あ
る
無
効
事
由
が
存
し
た

場
合
、
契
約
の
一
部
が
無
効
と
な
る
の
か
（
一
部
無
効
（nullité 

partielle

））、
あ
る
い
は
、
そ
の
全
部
が
無
効
と
な
る
の
か
、
と
い

う
問
い
は
、
契
約
が
抱
え
た
欠
陥
の
程
度
に
は
依
存
し
な
く
な
る

（n
o 2571

）。
ま
た
、
契
約
当
事
者
の
意
思
の
分
析
に
よ
っ
て
も
必

ず
し
も
範
囲
は
画
定
さ
れ
な
い）（（
（

。
特
定
の
条
項
の
み
が
法
規
範
に
違

背
す
る
場
合
、
当
該
条
項
が
な
く
と
も
当
事
者
は
契
約
を
締
結
し
た

か
否
か
、
と
い
う
テ
ス
ト
で
は
不
十
分
で
あ
り）（（
（

、
法
規
範
の
目
的
の

参
照
に
よ
り
一
部
無
効
が
有
効
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
た
り
得
て
い
る
か

否
か
の
検
証
が
必
須
と
な
る
（n

o 2626-2647

）。

　

な
お
、
本
書
の
新
機
軸
と
し
て
、
一
部
無
効
論
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
来
た
諸
問
題
を
二
つ
に
弁
別
し
て
い
る
点
が
特
筆
さ
れ
る
。
著
者

は
、
狭
義
の
一
部
無
効
と
し
て
は
、
契
約
中
の
特
定
条
項
の
除
去
と

複
合
契
約
中
の
特
定
契
約
の
効
力
剝
奪
の
み
を
論
ず
る
。
こ
こ
で
な

さ
れ
る
操
作
は
、
当
事
者
が
合
意
し
た
諸
事
項
の
う
ち
、
そ
の
一
部

分
の
否
定
に
尽
き
、
そ
れ
を
代
替
す
る
事
項
の
補
充
を
伴
わ
な
い
。

後
者
の
操
作
の
実
質
は
、
裁
判
官
に
よ
る
合
意
内
容
の
変
更
で
あ
り
、

「
契
約
の
積
極
的
修
正
（m

odification positive

）」
と
い
う
表
題

の
下
に
ま
と
め
て
扱
わ
れ
る
（n

o 2661-2697

）
（（
（

）。
強
行
法
規
が
契
約

の
内
容
と
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
補
充
規
定
が
欠
缺
を
埋
め
る

場
合
が
「
自
動
的
補
充
（substitution autom

atique

）」
と
称
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
規
範
そ
れ
自
体
は
な
ん
ら
内
容
を
指
示

し
な
い
場
合
に
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
司
法
的
補
充

（substitution judiciaire

）」
は
、
意
思
自
律
の
原
則
に
反
す
る

「
改
訂
（réfaction

）」
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
裁
判

官
に
よ
る
内
容
補
充
が
認
め
ら
れ
る
場
面
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
賃
料
や
継
続
的
供
給
契
約
中
の
代
金

額
に
つ
い
て
、
市
況
に
応
じ
た
自
動
改
定
を
認
め
る
ス
ラ
イ
ド
条
項

（clause de lʼindexation

）
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
違
法

な
ス
ラ
イ
ド
条
項
が
否
定
さ
れ
る
と
、
契
約
の
要
件
そ
れ
自
体
で
あ

る
目
的
（objet

）
が
欠
け
、
契
約
全
体
が
無
効
と
な
る
。
す
る
と
、

当
該
条
項
が
不
利
に
は
た
ら
く
と
し
て
も
、
当
事
者
は
、
契
約
の
消

滅
と
い
う
帰
結
の
甚
大
さ
故
に
、
無
効
請
求
を
手
控
え
て
し
ま
う
。

法
規
範
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
点
で
、
こ
う
し
た
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

は
効
果
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
契
約
関
係
を
維
持
す
る
に
は
、
違
法

と
さ
れ
た
条
項
を
、
裁
判
所
が
妥
当
と
判
断
す
る
条
項
に
変
更
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
判
例
は
実
質
的
に
こ
の
操
作
を
認
め
て
き
た

が
、
あ
く
ま
で
「
当
事
者
の
共
通
の
意
図
（com

m
une intention

）」

な
い
し
「
契
約
の
全
体
的
構
造
（
エ
コ
ノ
ミ
ー
）（économ

ie du 
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contrat

）」
に
依
拠
す
る
。
裁
判
官
の
権
限
の
過
度
の
拡
張
を
批
判

す
る
論
者）（（
（

に
対
し
て
、
著
者
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
有
効
性
の

観
点
か
ら
判
例
法
を
肯
定
的
に
評
価
し
、
か
つ
、
判
例
が
用
い
る
文

言
の
う
ち
に
当
事
者
意
思
へ
の
配
慮
と
の
均
衡
を
見
出
す
（n

o 
2669

）。

　

以
上
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
の
筆
致
は
、
意
思
自
律
の
原
理

の
現
代
的
修
正
と
い
う
伝
統
的
テ
ー
マ
を
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
分

析
枠
組
み
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
無
効
の
再
定
義
の
帰
結
た

る
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
有
効
性
」
で
あ
る
。
網
羅
性
を
誇
る

本
書
の
登
場
は
、
こ
の
基
準
が
、
立
法
的
介
入
・
司
法
的
介
入
が
見

ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
つ
き
、
そ
の
正
当
性
を
問
う
道
具
立
て
と

し
て
機
能
す
る
こ
と
を
証
し
立
て
て
い
る
。
斬
新
な
標
語
を
単
な
る

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
と
ど
め
ず
、
技
術
的
な
論
点
へ
の
解
法
と
し
て
実
地

に
適
用
し
て
み
せ
る
第
三
部
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
と
は
裏
腹
に
、

師
ゲ
ス
タ
ン
の
意
匠
を
継
い
で
い
る
。

（
1
）　Les régim

es com
parés des sanctions de lʼerreur, des 

vices caches et de lʼobligation de délivrance dans la vente, 
thèse Paris I, 1996 (en m

icrofiche, diffusée par A
N

RT
).

（
2
）　

紙
幅
の
都
合
上
、
無
効
の
効
果
に
関
す
る
記
述
を
紹
介
す
る
こ

と
は
叶
わ
な
い
。
後
掲
拙
稿
へ
の
加
筆
の
機
会
を
捉
え
て
紹
介
を
試

み
た
い
。

（
３
）　D
roit des obligations, 13

e éd., L.G.D
.J., 2012, n

o 200.

（
４
）　V

incent Forray et Sébastien Pim
ont, Com

pte-rendu, 
R

T
D

 civ. 2014. p. 480

も
同
様
の
感
想
を
漏
ら
す
。

（
５
）　

コ
メ
ン
ト
は
フ
ォ
ン
ト
を
小
さ
く
し
て
記
述
さ
れ
、
と
き
に
そ

れ
の
み
で
頁
が
占
め
ら
れ
る
。
本
書
は
「
第
三
部
に
よ
っ
て
著
し
く

豊
か
な
も
の
と
な
っ
た
（sʼest considérablem

ent enrichie

）」

（p. X
V

III

）
と
の
ゲ
ス
タ
ン
の
言
明
は
分
量
的
に
も
伊
達
で
は
な

い
。

（
６
）　

不
十
分
な
が
ら
も
か
つ
て
こ
の
分
野
を
瞥
見
し
た
評
者
に
と
っ

て
、
第
三
部
の
味
読
は
追
試
験
の
意
義
を
有
し
た
。
拙
稿
「
フ
ラ
ン

ス
法
に
お
け
る
返
還
請
求
の
諸
法
理
―
―
原
状
回
復
と
不
当
利
得

―
―
（
一
）
〜
（
一
〇
・
完
）」
法
協
一
二
六
巻
三
号
、
五
号
、
一

一
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
一
三
〇
巻
二
号
、
三
号
、
五
号
、
六
号
、

一
〇
号
、
一
一
号
、
一
二
号
（
二
〇
一
三
年
）、
特
に
（
四
）（
六
）

（
七
）
で
論
じ
た
内
容
が
以
下
に
も
反
映
さ
れ
る
が
、
紙
幅
を
考
慮

し
て
参
照
指
示
は
最
小
限
に
と
ど
め
る
。

（
７
）　

一
例
の
み
挙
げ
よ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
反
覆
権
の
概
念
は
、

当
事
者
の
権
利
と
し
て
再
定
式
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
反
覆
権
の

有
無
は
、
絶
対
無
効
・
相
対
無
効
の
対
に
即
し
て
実
体
法
上
付
与
さ

れ
る
（
権
原
（titre

）
の
確
定
）。
こ
れ
が
裁
判
に
お
い
て
行
使
さ

れ
る
際
に
、
訴
え
の
利
益
（intérêt à agir

）
が
重
ね
て
要
求
さ
れ
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る
か
。
具
体
的
に
は
、
民
事
訴
訟
法
典
三
一
条
か
ら
抽
き
出
さ
れ
る

「
利
益
の
現
在
性
（actualité

）」
と
「
利
益
の
正
当
性（légitim

ité

）」

の
充
足
が
無
効
に
つ
い
て
も
必
要
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
（n

os 2224-2226

）。
主
た
る
問
題
は
、
行
為
が
履
行
段
階
に
至

る
前
に
提
起
さ
れ
る
「
無
効
確
認
訴
権
（action déclaratoire

）」

の
可
否
で
あ
る
。
相
手
方
か
ら
の
履
行
請
求
を
待
っ
て
無
効
の
抗
弁

（
こ
れ
も
ま
た
反
覆
権
の
行
使
の
一
態
様
を
成
す
）
を
提
出
す
れ
ば

済
む
と
考
え
て
否
定
的
に
解
す
る
判
決
・
学
説
も
存
在
し
た
。
し
か

し
現
在
の
判
例
法
理
は
、
例
え
ば
競
業
避
止
条
項
の
無
効
請
求
に
つ

い
て
、
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る
利
益
を
肯
定
し
、
無
効
確
認
訴
権

を
許
容
す
る
。

（
８
）　D

es nullités en m
atière dʼactes juridiques, thèse D

ijon, 
A

. Rousseau, 1909.

（
９
）　T

héorie générale des obligations, publiée par H
. D

esbois 
et J. Gaudem

et, préf. de H
. Capitant, Sirey, 1937 (rééd., 

présentée par D
. M

azeaud, D
alloz, 2004).

（
10
）　

こ
こ
か
ら
、「
効
力
剝
奪
」
を
伴
わ
な
い
他
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

と
の
差
異
が
識
別
さ
れ
る
。
項
目
の
み
列
挙
す
れ
ば
、
失
権

（déchéance

）、
民
事
責
任
、
刑
事
制
裁
、
レ
フ
ェ
レ
を
通
じ
た
違

法
行
為
の
中
止
命
令
が
あ
る
（n

os 2027-2058

）。
後
二
者
に
つ
い

て
の
説
明
は
、
類
書
に
比
し
て
格
段
に
豊
富
で
あ
る
。
他
方
、「
効

力
剝
奪
」
を
伴
う
も
の
の
、
無
効
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

遡
及
効
を
持
た
な
い
失
効
（caducité

）
が
論
じ
ら
れ
る
（n

os 

2059-2072

）。
他
に
も
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
を
機
縁
と
す
る
解

除
と
の
区
別
、
第
三
者
と
の
関
係
で
の
み
効
力
を
奪
う
対
抗
不
能
と

の
区
別
へ
の
言
及
が
あ
る
。

（
11
）　

主
要
な
先
行
業
績
と
し
て
、
参
照
、
木
村
常
信
「
仏
民
法
の
絶

対
無
効
と
相
対
無
効
（
一
）（
二
）」
産
大
法
学
六
巻
（
一
九
七
二

年
）
一
号
一
頁
、
二
号
一
頁
：
熊
谷
芝
青
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け

る
『
無
効
』
と
『
不
成
立
』
の
関
係
」
高
島
平
蔵
教
授
古
稀
記
念

『
民
法
学
の
新
た
な
展
開
』
成
文
堂
（
一
九
九
三
年
）
六
五
頁
：
鎌

田
薫
「
い
わ
ゆ
る
『
相
対
的
無
効
』
に
つ
い
て
―
―
フ
ラ
ン
ス
法
を

中
心
に
」
椿
寿
夫
編
『
法
律
行
為
無
効
の
研
究
』
日
本
評
論
社
（
二

〇
〇
一
年
）
一
二
七
頁
。
ま
た
、
山
口
俊
夫
『
概
説
フ
ラ
ン
ス
法

（
下
）』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
四
年
）
八
〇
頁
以
下
の
記
述
が

簡
潔
に
し
て
要
を
得
る
。

（
12
）　

拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
古
法
時
代
の
一
法
格
言
に
関
す
る
覚
書
―
―

取
消
・
原
状
回
復
を
め
ぐ
っ
て
」
長
谷
川
晃
編
『
法
の
ク
レ
オ
ー
ル

序
説
―
―
異
法
融
合
の
秩
序
学
』
北
海
道
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
二

年
）
七
三
頁
。

（
13
）　

無
効
論
に
限
っ
て
は
「
条
文
に
拘
泥
す
る
註
釈
学
派
を
後
代
の

学
説
が
批
判
し
た
」
と
い
う
通
念
は
成
立
し
な
い
。
民
法
典
か
ら
の

逸
脱
の
告
発
は
、
と
り
わ
け
ゴ
ド
ゥ
メ
に
顕
著
で
あ
る
。V

. 
Gaudem

et, supra note （9

）, pp. 141 et s.

（
14
）　

著
者
は
的
確
に
も
、
ド
ロ
グ
ル
（D

RO
GO

U
L , F.

）
を
ジ
ャ
ピ

オ
と
ゴ
ド
ゥ
メ
の
先
駆
者
と
す
る
（n

o 2113

）。V
. E

ssai dʼune 
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théorie générale des nullités, thèse A

ix, A
. Rousseau, 1902.

（
15
）　

反
覆
権
の
保
持
者
の
確
定
こ
そ
が
主
た
る
考
慮
要
素
と
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
追
認
の
可
否
や
時
効
期
間
（
一
三
〇
四
条
の
適
用
の

有
無
）
は
絶
対
・
相
対
の
別
に
必
ず
し
も
連
動
し
な
く
な
る
旨
が
指

摘
さ
れ
る
（n

o 2117-2119

）。

（
16
）　V

. M
ichelle Cum

yn, La validité du contrat suivant le 
droit strict ou lʼéquité : étude historique et com

parée des 
nullités contractuelles, thèse Paris I, préf. de J. Ghestin, 
L.G.D

.J., 2002, spéc., n
o 64, p. 39.

（
17
）　

こ
の
点
を
強
調
す
べ
く
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
６
）（
六
）（
七
）

で
は
《droit de critique
》
に
「
攻
撃
権
」
の
訳
語
を
充
て
た
。

（
18
）　

ジ
ャ
ピ
オ
の
苦
肉
の
論
証
と
改
説
に
つ
い
て
、
参
照
、
拙
稿
・

前
掲
注
（
６
）（
七
）
一
四
一
九
頁
以
下
。

（
19
）　La régularisation des actes nuls, thèse T

oulouse, préf. 
de P. H

ébraud, L.G.D
.J., 1973.

（
20
）　N

ullité, restitutions et responsabilité, thèse Paris I, préf. 
de J. Ghestin, L.G.D

.J., 1992. 

（
21
）　

こ
う
し
た
意
識
を
最
も
強
く
反
映
す
る
テ
ー
ズ
と
し
て
、

O
livier Gout, Le juge et lʼannulation du contrat, thèse A

ix, 
préf. de P. A

ncel, PU
A

M
, 1999

が
あ
る
。
著
者
も
頻
繁
に
引
用

す
る
。

（
22
）　

前
注
（
７
）
で
掲
げ
た
諸
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
無
効
と
の
間
で
い

ず
れ
を
選
択
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
第
一
に
問
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
違
法
行
為
の
抑
止
や
弱
者
当
事
者
の
保
護
等
、
違
反
さ
れ
た
規

範
の
趣
旨
が
確
定
さ
れ
、
そ
れ
と
の
関
係
で
《effi

cacité

》
が
論
じ

ら
れ
る
。
一
例
の
み
挙
げ
れ
ば
、
消
費
貸
借
に
つ
き
、
違
法
な
利
率

が
設
定
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
無
効
と
し
て
元
本
を
直
ち
に
返
還
さ

せ
る
よ
り
も
、
利
息
請
求
権
を
失
権
さ
せ
つ
つ
期
限
の
利
益
を
維
持

す
る
方
が
、
法
規
違
反
へ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
効
果
的
で
あ
り
、

借
主
の
保
護
に
も
資
す
る
こ
と
に
な
る
（n

o 2048

）。
こ
う
し
た
問

題
に
つ
い
て
は
、
著
者
も
引
用
す
るCarole O

uerdane-A
ubert 

de V
incelles, A

ltération du consentem
ent et effi

cacité des 
sanctions contractuelles, thèse Paris II, préf. de Y

. 
Lequette, D

alloz, 2002

が
詳
細
を
極
め
る
。
こ
の
テ
ー
ズ
に

と
っ
て
も
、
ゲ
ル
フ
ュ
ッ
シ
＝
チ
ビ
エ
ル
ジ
ュ
の
無
効
論
が
推
論
の

基
礎
を
提
供
し
た
。

（
23
）　

山
口
俊
夫
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
公
序
』（ordre 

public

）
概
念
の
一
考
察
」
国
家
学
会
編
『
国
家
と
市
民
：
国
家
学

会
百
年
記
念
・
第
三
巻
』
有
斐
閣
（
一
九
八
七
年
）
四
七
頁
。

（
24
）　

以
下
に
つ
い
て
は
、
評
者
が
参
照
の
機
会
を
得
た
、
酒
巻
修
也

「
一
部
無
効
の
本
質
と
射
程
―
―
一
部
無
効
論
に
お
け
る
当
事
者
の

意
思
の
意
義
を
通
じ
て
」（
北
海
道
大
学
・
博
士
学
位
論
文
）
に
詳

し
い
。
公
刊
の
暁
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
一
部
無
効
論
に
関
す
る
決
定
版

た
る
評
価
を
獲
得
す
る
は
ず
で
あ
る
。

（
25
）　

当
事
者
の
意
思
が
果
た
す
役
割
は
、
立
証
責
任
論
と
し
て
整
理

さ
れ
る
（n

o 2577

）。
法
規
範
の
内
容
が
特
定
の
条
項
の
み
の
無
効
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を
原
則
と
す
る
場
合
（
例
え
ば
、
民
九
〇
〇
条
）、
契
約
全
体
の
無

効
を
望
む
側
が
、
当
該
条
項
が
な
け
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た

旨
を
立
証
す
る
。
逆
に
、
契
約
全
体
の
無
効
が
原
則
と
な
る
場
合

（
例
え
ば
、
民
一
一
七
二
条
）、
特
定
条
項
の
み
を
除
去
さ
れ
契
約
が

維
持
さ
れ
る
よ
う
望
む
側
が
、
当
該
条
項
が
な
く
と
も
契
約
を
締
結

し
た
旨
を
立
証
す
る
。
以
上
の
言
明
の
背
景
を
成
す
学
説
・
判
例
の

展
開
に
つ
い
て
は
、
酒
巻
・
前
掲
注
（
24
）
が
詳
細
を
極
め
る
。

（
26
）　

こ
の
パ
ー
ト
に
は
、「
補
充
」
に
よ
る
修
正
と
、「
数
額
限
定

（réduction

）」
に
よ
る
修
正
が
配
さ
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、

期
間
（
契
約
期
間
や
競
業
避
止
の
期
間
）・
代
金
額
・
違
約
金
の
額

等
が
過
大
な
場
合
に
、
そ
れ
ら
を
妥
当
な
も
の
に
縮
減
す
る
立
法
・

判
例
が
扱
わ
れ
る
。

（
27
）　par ex. François Terré, Philippe Sim

ler et Yves Lequette, 
D

roit civil, Les obligations, 10
e éd., Précis D

alloz, 2009, n
o 

1337, p. 1329, cité dans n
o 2669, p. 1354.

（
齋
藤
哲
志
）　


