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は
じ
め
に

（
一
）
不
当
な
侵
害
警
告
の
意
義

　

信
用
毀
損
に
関
す
る
民
事
事
件
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
侵
害
警
告
な
い
し
権
利
侵
害
警
告
の
類
型
に
つ
い
て
は
極
め
て
多
く
の
裁
判
例
が

知
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
者
の
営
業
活
動
に
よ
っ
て
自
己
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
な
ど
の
営
業
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
者

が
、
そ
の
侵
害
に
対
し
て
自
己
の
権
利
を
防
衛
し
よ
う
と
し
て
、
侵
害
行
為
を
停
止
す
る
よ
う
要
求
し
た
り
、
侵
害
を
継
続
す
れ
ば
差
止
請

求
や
損
害
賠
償
請
求
な
ど
の
法
的
措
置
を
講
じ
る
旨
の
警
告
を
行
う
事
例
で
あ
る（

１
）。

特
許
権
等
の
知
的
財
産
権
侵
害
に
基
づ
く
警
告
が
典
型

で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
不
正
競
争
防
止
法
違
反
（
例
え
ば
形
態
模
倣
行
為
（
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
三
号
））
に
基
づ
く
警
告
も
多

く
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
含
め
て
以
下
で
は
侵
害
警
告
と
い
う
。

　

侵
害
警
告
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
う
る
。
第
一
は
、
警
告
者
が
、
あ
る
競
業
者
が
自
己
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
等
を
し
て
い
る
と
考
え
た

と
き
、
そ
の
競
業
者
自
身
に
対
し
て
、
そ
の
侵
害
と
な
っ
て
い
る
特
定
の
営
業
活
動
を
停
止
・
縮
小
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る

（
直
接
警
告
）。
第
二
は
、
そ
の
競
業
者
の
取
引
先
に
対
し
て
、
当
該
競
業
者
と
の
取
引
を
控
え
る
等
の
要
求
を
す
る
も
の
で
あ
り
（
対
顧
客

警
告
）、
こ
ち
ら
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
。
要
求
の
態
様
は
、
特
定
の
取
引
先
に
書
面
を
送
付
す
る
場
合
か
ら
、
一
般
消
費
者
に
向

け
て
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
競
業
者
に
よ
る
権
利
侵
害
を
主
張
す
る
場
合
ま
で
、
幅
広
い
。
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
特
許
権
の
場
合
に
は
物
の
生

産
に
よ
る
侵
害
の
ほ
か
に
物
の
使
用
・
譲
渡
に
よ
る
侵
害
も
成
立
し
う
る
か
ら
、
対
顧
客
警
告
が
そ
の
顧
客
自
身
の
使
用
・
譲
渡
に
よ
る
権

利
侵
害
に
対
す
る
警
告
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
対
顧
客
警
告
の
真
の
標
的
は
被
警
告
者
で
は
な
く
て
、

や
は
り
、
生
産
等
を
行
い
そ
の
被
警
告
者
に
製
品
の
供
給
を
行
っ
て
い
る
競
業
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
被
警
告
者
自
身
は
、
競
業
者
の
顧

客
で
あ
る
と
同
時
に
警
告
者
の
顧
客
で
も
あ
っ
た
り
、
警
告
者
の
顧
客
と
な
る
よ
う
勧
誘
さ
れ
る
潜
在
的
顧
客
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
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る
。
そ
の
た
め
、
従
来
か
ら
、
対
顧
客
警
告
は
こ
の
不
正
競
争
行
為
と
し
て
の
性
質
に
着
目
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
警
告
の
標
的
と

さ
れ
た
競
業
者
を
、
以
下
で
は
単
に
警
告
の
相
手
方
と
い
う
。

　

警
告
は
、
相
手
方
に
後
述
の
よ
う
な
種
々
の
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
が
、
相
手
方
が
実
際
に
警
告
者
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
そ
れ
を
受
忍
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
警
告
の
基
礎
と
さ
れ
た
権
利
な
い
し
侵
害
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
警
告
が
不
当
な
場

合
が
あ
る
。
警
告
者
が
警
告
の
根
拠
と
し
た
権
利
に
無
効
事
由
が
あ
り
警
告
後
に
無
効
の
審
判
を
受
け
た
と
か
、
警
告
者
の
権
利
は
存
在
し

て
い
た
が
被
警
告
者
の
行
為
は
そ
の
侵
害
に
当
た
ら
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
諸
事
例
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
相
手
方
に
生
じ
た
不
利
益
を
全

て
そ
の
ま
ま
相
手
方
に
引
き
受
け
さ
せ
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
警
告
が
先
の
意
味
で
不
当
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
、

警
告
者
に
相
手
方
の
不
利
益
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
も
適
切
で
な
い
。
侵
害
警
告
は
、
営
業
上
の
権
利
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら

非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
実
務
上
、
あ
る
機
会
に
被
警
告
者
と
な
る
者
も
、
別
の
機
会
に
は
し
ば
し
ば
警
告
者
と
な
る
。
そ
の

こ
と
は
、
上
場
企
業
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
権
利
侵
害
警
告
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
も（

２
）、

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
不
当
な

侵
害
警
告
に
対
す
る
責
任
を
あ
ま
り
に
広
く
認
め
る
と
き
は
、
警
告
が
も
と
も
と
営
業
上
の
権
利
保
護
の
た
め
に
果
た
し
て
い
る
機
能
を
損

な
っ
て
し
ま
い
、
結
局
は
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
有
益
と
な
ら
な
い
。

（
二
）
問
題
の
所
在

　

第
二
章
に
お
い
て
改
め
て
触
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
学
説
に
お
い
て
も
、
不
当
な
直
接
警
告
に
対
す
る
責
任
は
実
際
上
ほ
ぼ

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
顧
客
警
告
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
〇
年
代
以
降
、
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
二
一
号
の
信
用

毀
損
行
為
あ
る
い
は
民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
と
し
て
、
相
手
方
に
よ
る
訴
訟
が
多
数
提
起
さ
れ
て
き
た
。
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
例
も
多

い
。
相
手
方
か
ら
の
請
求
の
内
容
は
事
例
に
応
じ
て
異
な
る
が
、
金
銭
的
損
害
賠
償
請
求
を
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
損
害
項
目
が
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あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
警
告
に
対
応
し
た
防
御
を
行
う
た
め
に
費
用
を
支
出
し
た
こ
と
。
典
型
的
に
は
警
告
者
と
の
交
渉
や
裁
判
手
続
を
行

う
弁
護
士
費
用
で
あ
り
、
ほ
か
に
従
業
員
を
動
員
し
て
社
内
調
査
を
行
う
費
用
な
ど
が
あ
る
。
第
二
に
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
営
業
活
動
を

停
止
し
た
り
縮
小
し
た
り
し
た
こ
と
や
、
対
顧
客
警
告
に
顧
客
が
応
じ
て
従
来
の
取
引
を
失
う
こ
と
で
、
警
告
が
な
け
れ
ば
そ
の
営
業
活
動

か
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
収
益
を
失
っ
た
こ
と
。
警
告
者
か
ら
差
止
仮
処
分
を
受
け
た
場
合
や
、
相
手
方
が
警
告
内
容
に
つ
い
て
疑
義
を
持

ち
な
が
ら
も
、
交
渉
中
の
経
過
的
な
措
置
と
し
て
や
む
を
得
ず
、
い
っ
た
ん
当
該
活
動
を
停
止
・
縮
小
し
た
場
合
に
も
生
じ
る
。
第
三
に
、

対
顧
客
警
告
を
は
じ
め
と
し
て
、
警
告
を
受
け
た
こ
と
が
相
手
方
の
取
引
先
等
に
知
ら
れ
た
と
き
は
、
取
引
上
の
信
用
を
失
う
こ
と
。
対
顧

客
警
告
の
場
合
に
、
こ
の
信
用
低
下
は
典
型
的
に
は
い
わ
ゆ
る
無
形
損
害
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
逸
失
利
益
や
防
御
費
用
は
直
接
警
告
の
場
合
に
も
生
じ
う
る
が
、
裁
判
例
や
通
説
は
こ
れ
に
対
す
る
責
任
を
否
定
し
、
対
顧
客

警
告
の
場
合
に
限
っ
て
責
任
を
認
め
る
。
こ
こ
に
責
任
成
立
要
件
と
し
て
の
信
用
の
機
能
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
章
で
扱
う
裁
判
例
を
見
れ

ば
、
各
損
害
項
目
は
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
連
続
的
で
あ
る
。
逸
失
利
益
や
防
御
費
用
の
う
ち
で
立
証
に
成
功
し
な
か
っ
た

も
の
が
、
無
形
損
害
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
請
求
の
一
部
を
認
め
ら
れ
る（

３
）。

信
用
と
い
う
受
け
皿
を
持
た
な
い
他
の
営
業
侵
害
で
逸

失
利
益
の
立
証
困
難
が
大
き
な
障
害
と
な
る
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
う
し
て
立
証
責
任
を
緩
和
す
る
こ
と
も
ま
た
、
信
用
の
重
要
な
機
能

で
あ
る
。
そ
し
て
、
信
用
損
害
と
し
て
の
無
形
損
害
に
は
、
逸
失
利
益
と
も
防
御
費
用
と
も
異
質
な
部
分
も
あ
る
。

　

不
当
な
侵
害
警
告
に
よ
る
損
害
を
、
こ
れ
ら
の
信
用
の
機
能
に
着
目
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
信
用
と
い
う
法
益
、
ひ
い
て
は
営
業
侵
害

に
よ
る
責
任
を
考
察
す
る
た
め
に
好
適
の
材
料
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
の
検
討
は
、
従
来
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
か
っ
た
。

（
三
）
検
討
の
視
角

　

議
論
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
は
対
顧
客
警
告
に
よ
る
責
任
で
あ
る
。
そ
の
規
律
の
特
徴
は
、
営
業
侵
害
の
う
ち
で
侵
害
警
告
が
一
般
に
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有
す
る
特
性
と
、
対
顧
客
警
告
固
有
の
特
性
す
な
わ
ち
信
用
と
い
う
法
益
の
特
性
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
侵
害
警
告

一
般
の
特
性
と
し
て
、
客
観
的
に
誤
っ
た
権
利
主
張
に
よ
る
加
害
で
あ
る
と
い
う
、
不
当
訴
訟
を
は
じ
め
と
す
る
不
当
請
求
の
他
の
事
例
と

の
類
似
性
が
あ
る（

４
）。

ま
た
、
信
用
と
い
う
法
益
の
特
性
を
考
え
る
上
で
、
直
接
警
告
と
対
顧
客
警
告
を
対
比
し
つ
つ
裁
判
例
に
お
け
る
信
用

損
害
（
い
わ
ゆ
る
無
形
損
害
）
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。

　

以
上
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、
第
一
に
、
侵
害
警
告
（
保
護
権
警
告
）
に
関
し
て
不
当
請
求
や
他
の
営
業
侵
害
と
の
関
係
と
い
う
視

点
か
ら
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
を
行
い
、
第
二
に
、
下
級
審
な
が
ら
豊
富
な
材
料
を
有
す
る
日
本
法
の
裁
判
例
の
分
析
を

行
う
。
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
は
日
本
の
裁
判
例
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
有
益
で
あ
る
。

（
１ 

）
先
駆
的
文
献
と
し
て
、
土
肥
一
史
「
営
業
誹
謗
行
為
と
し
て
の
権
利
侵
害
警
告
」
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
五
号
（
一
九
八
二
年
）
五
六
頁
以
下
。

（
２ 

）
そ
の
内
容
と
結
果
に
つ
い
て
は
本
稿
の
末
尾
に
掲
載
す
る
。

（
３ 

）
権
利
侵
害
警
告
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
、
逸
失
利
益
を
立
証
で
き
な
い
場
合
に
無
形
損
害
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も

の
と
し
て
、
林
い
づ
み
「
損
害
賠
償
に
つ
い
て
」『
不
正
競
争
防
止
法
研
究
「
権
利
侵
害
警
告
」
と
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
に
つ
い
て
』（
日
本
弁
理
士

会
中
央
知
的
財
産
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）
一
五
二
頁
以
下
。

（
４ 

）
従
来
の
議
論
に
お
い
て
も
、
特
に
後
述
の
い
わ
ゆ
る
新
傾
向
の
裁
判
例
を
支
持
す
る
見
解
は
、
こ
の
視
点
を
有
し
て
い
た
（
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

髙
部
眞
規
子
「
知
的
財
産
権
を
侵
害
す
る
旨
の
告
知
と
不
正
競
争
行
為
の
成
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
）
九
七
頁
）。
と
き
に
は
よ

り
一
般
的
に
、「
訴
訟
外
の
権
利
行
使
に
お
け
る
不
法
行
為
該
当
性
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
訴
訟
上
の
権
利
行
使
に
お
け
る
不
法
行
為
該
当
性
と
の

均
衡
を
図
る
必
要
が
あ
る
」（
い
わ
ゆ
る
過
払
金
請
求
に
関
す
る
最
判
平
成
二
一
年
九
月
四
日
民
集
六
三
巻
七
号
一
四
四
五
頁
に
つ
い
て
、
判
時
二
〇
五

八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
九
頁
の
解
説
）
と
い
う
感
覚
も
、
一
部
の
実
務
家
の
間
に
見
ら
れ
た
。

第
一
章　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
不
当
な
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任

　

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
特
許
権
等
の
営
業
上
の
保
護
権
を
侵
害
す
る
行
為
に
対
す
る
警
告
は
実
務
上
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
す
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な
わ
ち
、
特
許
訴
訟
を
提
起
す
る
前
に
警
告
を
行
う
こ
と
で
、
金
銭
的
・
時
間
的
負
担
の
大
き
い
訴
訟
に
至
る
前
に
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る（

５
）。

こ
れ
は
両
当
事
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る（

６
）。

し
か
し
同
時
に
、
警
告
が
不
当
で
あ
っ
た
場
合
の
た
め
に
、
警
告
の
相
手
方

に
も
一
定
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
不
当
な
保
護
権
警
告
［Schutzrechtsverw

arnung

］
に
よ

る
責
任
は
、
民
法
上
の
不
法
行
為
（
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
一
項（

７
）、

以
下
本
章
に
お
い
て
ド
イ
ツ
民
法
は
条
文
の
み
で
引
用
す
る
）
と
し
て

責
任
を
生
じ
さ
せ
る
。

八
二
三
条
一
項
は
、
権
利
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
の
規
定
で
あ
り
、
そ
の
要
件
と
な
る
権
利
を
限
定
列
挙
し
て
い
る
。
営
業
は
、
こ
の

明
文
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
八
二
三
条
一
項
に
は
絶
対
権
と
並
ん
で
「
そ
の
他
の
権
利
」
も
挙
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
所
有
権
に
類

似
す
る
よ
う
な
排
他
的
支
配
権
を
指
す
と
解
さ
れ
て
き
た（

８
）。

判
例
は
、
営
業
保
護
の
た
め
に
、
古
く
か
ら
、
所
有
権
と
の
類
比
に
依
拠
し

て
「
そ
の
他
の
権
利
」
と
し
て
の
営
業
権
を
認
め
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
設
立
さ
れ
稼
働
中
の
営
業
の
権
利
［Recht am

 eingerichteten 

ausgeübten Gew
erbebetrieb

］
で
あ
る（

９
）。

保
護
権
警
告
は
、
判
例
に
お
い
て
営
業
権
侵
害
と
し
て
認
め
ら
れ
る
最
大
の
類
型
で
あ
る
。

こ
の
領
域
に
お
け
る
規
律
の
展
開
は
判
例
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
判
例
の
展
開
を
中
心
に
述
べ
る

）
（1
（

。
保
護
権
警
告

事
例
の
特
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
ま
ず
、
保
護
権
警
告
に
関
す
る
一
般
的
規
律
と
、
営
業
権
侵
害
の
規
律
全
体
の
中
で
の
そ
の

位
置
づ
け
を
確
認
す
る
（
第
一
節
）。
続
い
て
、
判
例
が
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任
の
規
律
を
扱
う
中
で
不
当
請
求
事
例
と
の
対
比
と
い
う

視
点
を
と
る
こ
と
か
ら
、
不
当
訴
訟
等
の
不
当
請
求
の
規
律
と
の
対
比
を
行
う
（
第
二
節
）。

第
一
節　

営
業
権
侵
害
に
お
け
る
保
護
権
警
告
の
位
置
づ
け

筆
者
は
以
前
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
営
業
の
間
接
的
侵
害
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る

）
（（
（

。
以
下
の
内
容
の
う
ち
営
業
権
侵
害
の
全
体

に
つ
い
て
の
記
述
は
、
そ
こ
で
述
べ
た
こ
と
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
が
、
簡
単
に
確
認
す
る
。
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（
一
）
設
立
さ
れ
稼
働
中
の
営
業
の
権
利
の
侵
害

　

営
業
権
侵
害
に
は
八
二
三
条
一
項
が
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
規
律
に
は
、
同
項
に
列
挙
さ
れ
た
他
の
権
利
の
侵
害
と
は
異
な
る
特
徴

が
あ
る
。
第
一
に
、
生
命
・
身
体
等
の
絶
対
権
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
が
侵
害
さ
れ
た
だ
け
で
権
利
侵
害
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
営
業
権
侵
害
の
場
合
は
、
営
業
が
何
ら
か
の
侵
害
を
受
け
た
こ
と
に
加
え
て
、
侵
害
の
直
接
性
な
い
し
営
業
関
連
性

［betriebsbezogenheit
］
が
要
求
さ
れ
る

）
（1
（

。
第
二
に
、
絶
対
権
侵
害
は
、
少
な
く
と
も
直
接
的
侵
害
の
場
合
に
は
、
侵
害
に
よ
っ
て
違
法

性
が
徴
表
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
営
業
関
連
性
の
あ
る
営
業
権
侵
害
は
そ
れ
だ
け
で
は
侵
害
の
違
法
性
を
徴
表
し
な
い
。
侵
害
の
違
法

性
は
、
原
則
と
し
て
、
別
途
、
当
事
者
間
の
利
益
衡
量
を
経
て
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

）
（1
（

。
第
三
に
、
営
業
権
侵
害
の
構
成
は
、
他
の
構
成

に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
が
成
立
し
な
い
場
合
に
の
み
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
、
受
け
皿
的
構
成
要
件
で
あ
る

）
（1
（

。
例
え
ば
所
有
権
侵
害
等

の
他
の
構
成
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
営
業
権
侵
害
の
構
成
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

営
業
権
侵
害
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
事
例
に
は
、
直
接
の
物
理
的
妨
害
、
間
接
的
侵
害
な
ど

）
（1
（

、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
類
型
に
つ
い
て
前
記
諸
要
件
を
満
た
す
か
否
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
保
護
権
警
告
（
特
に
単
な
る
直
接
警
告
）
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ

も
何
ら
か
の
意
味
で
侵
害
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
う
る
よ
う
に
見
え
る
。
被
警
告
者
と
し
て
は
、
自
ら
の
意
思
で
警
告
に
よ

る
要
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
判
例
は
、
こ
の
点
を
そ
の
他
の
不
当
請
求
と
対
比
し
て
説
明
す
る
の
で
、
こ
の
問
題
は

第
二
節
に
お
い
て
後
述
す
る
。
と
も
あ
れ
、
保
護
権
警
告
事
例
は
、
判
例
が
一
貫
し
て
営
業
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
を
認
め
て
き
た
代
表

例
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
保
護
権
警
告
事
例
に
対
処
す
る
た
め
に
、
営
業
権
の
法
理
が
展
開
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
る

）
（1
（

。
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（
二
）
営
業
関
連
性
要
件
と
保
護
権
警
告

　

営
業
権
侵
害
に
の
み
侵
害
の
営
業
関
連
性
と
い
う
特
別
の
要
件
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
八
二
三
条
一
項
が
も
と
も
と
、
生
命
・
身
体
や
所

有
権
を
は
じ
め
と
す
る
有
体
的
法
益
の
直
接
的
・
物
理
的
侵
害
を
念
頭
に
置
い
て
構
成
さ
れ
て
お
り

）
（1
（

、
営
業
権
は
そ
れ
ら
と
は
性
質
が
異
な

る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
生
命
・
身
体
や
所
有
権
は
権
利
者
に
一
定
の
物
理
的
空
間
の
支
配
が
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、
権
利
侵
害

の
存
否
は
外
形
的
に
判
断
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
営
業
に
は
そ
の
よ
う
な
割
当
内
容
は
な
い
た
め

）
（1
（

、
営
業
権
は
第
三
者
に
対
す
る
行
為

規
範
の
束
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
個
別
の
規
範
と
そ
の
侵
害
の
存
否
を
判
断
す
る
ほ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
枠
的
権
利

）
（1
（

）。
そ
の
た

め
に
は
行
為
自
由
等
と
の
衡
量
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
営
業
関
連
性
要
件
を
社
会
生
活
上
の
義
務
と
い
う
形
で
位
置
付
け
る
学
説
も
有

力
に
主
張
さ
れ
る

）
11
（

。

　

営
業
関
連
性
な
い
し
直
接
性
要
件
の
具
体
的
内
容
は
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
判

例
は
、
そ
の
定
義
と
し
て
古
く
か
ら
、「
営
業
を
事
実
上
妨
害
す
る
」
侵
害
と
並
ん
で
、「
営
業
の
法
的
許
容
性
を
否
定
し
そ
の
停
止
ま
た
は

縮
小
を
要
求
す
る
」
侵
害
を
挙
げ
て
き
た

）
1（
（

。
前
者
は
物
理
的
な
入
店
妨
害
等
の
事
例
を
、
後
者
が
保
護
権
警
告
事
例
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
例
類
型
が
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
営
業
権
保
護
の
原
点
で
あ
る

）
11
（

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
事
例
に

お
い
て
営
業
関
連
性
が
一
般
に
肯
定
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
判
例
は
明
確
に
は
説
明
し
な
い
。
物
理
的
妨
害
の
事
例
が
営
業
関
連
性
を
有

す
る
こ
と
は
、
所
有
権
侵
害
と
の
類
比
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、
営
業
権
の
保
護
自
体
も

）
11
（

、
侵
害
の
営
業
関
連
性
な
い

し
直
接
性
の
要
件
も

）
11
（

、
と
も
に
、
こ
の
類
比
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
定
の
物
理
的
領
域
に
対
す
る
保
護
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、

物
理
的
入
店
妨
害
の
事
例
は
所
有
権
保
護
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
保
護
権
警
告
事
例
で
は
物
理
的
境
界
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
判
例
は
、「
法
律
が
保
護
に
値
す
る
と
み
な
し
た
対
象
と

そ
の
保
護
領
域
を
定
め
る
客
観
的
限
界
を
超
え
て
、
競
争
が
制
限
さ
れ
な
い

）
11
（

」
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
、
近
時
で
も
ま
た
、
不
当
な
保
護
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権
警
告
の
場
合
に
は
「
八
二
三
条
一
項
の
絶
対
的
保
護
権
と
等
置
さ
れ
る
客
観
的
成
立
要
件

）
11
（

」
が
問
題
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
趣

旨
は
明
確
で
な
い
。
確
か
に
、
対
立
利
益
で
あ
る
警
告
者
の
保
護
権
の
側
は
客
観
的
限
界
を
有
し
て
お
り

）
11
（

、
保
護
権
と
の
間
の
境
界
に
関
す

る
限
り
、
営
業
な
い
し
競
争
の
自
由
の
外
延
は
客
観
的
に
明
確
に
な
り
う
る
。
も
し
判
例
が
、
そ
の
外
延
の
内
部
で
は
競
業
者
の
営
業
自
由

（
設
立
さ
れ
稼
働
中
の
営
業
に
「
対
象
と
し
て
有
体
化
［gegenständliche V

erkörperung

）
11
（

］」 

し
た
営
業
自
由
）
を
不
法
行
為
法
上
保

護
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
も
所
有
権
と
の
類
比
が
見
出
さ
れ
う
る
。

（
三
）
違
法
性
の
判
断

　

営
業
権
侵
害
の
通
常
の
事
例
に
お
い
て
は
、
違
法
性
の
徴
表
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

）
11
（

。
そ
も
そ
も
、
大
部
分
の
競
争
行
為
は
他
の
企
業
の

営
業
活
動
領
域
を
侵
す
も
の
で
あ
り

）
11
（

、
営
業
活
動
を
結
果
と
し
て
害
す
る
行
為
の
全
て
を
、
違
法
な
営
業
権
侵
害
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
こ
で
は
、
法
益
を
害
す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て
違
法
で
あ
る
、
と
い
う
典
型
的
絶
対
権
侵
害
の
考
え
方
は
実
態
に
即
し
て
お
ら
ず
、

加
害
者
の
利
益
と
被
害
者
の
利
益
と
の
衡
量
に
よ
っ
て
、
侵
害
の
違
法
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
実
際
に
具
体
的
な
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
違
法
性
の
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
は
、
争
議
行
為

）
1（
（

や
表
現
行
為

）
11
（

の
よ
う
に
、
一
般

的
な
行
為
自
由
と
は
別
に
、
侵
害
行
為
を
正
当
化
し
う
る
よ
う
な
基
本
法
上
の
権
利
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る

）
11
（

。
保
護
権
警
告
の
事
例
に
お
い

て
は
、
単
に
警
告
の
基
礎
と
な
っ
た
保
護
権
ま
た
は
そ
の
侵
害
が
実
際
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
に
、
警
告
の

違
法
性
が
認
め
ら
れ
る

）
11
（

。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
初
期
の
判
例
は
、
警
告
者
は
、
排
他
的
権
利
の
主
張
に
よ
る
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
の
対
応
物

［K
orrelat

］と
し
て
、
そ
の
権
利
の
主
張
と
結
び
つ
い
た
リ
ス
ク
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
説
明
し
て
い
た

）
11
（

。
そ
の
後
の
判
例
は
、

警
告
者
の
主
観
的
善
意
を
問
題
と
せ
ず
に
客
観
的
に
違
法
性
を
判
断
す
る
こ
と
を
、
保
護
権
警
告
の
事
例
で
は
さ
ら
な
る
警
告
に
対
す
る
差
止

請
求
権
が
実
務
的
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
正
当
化
す
る

）
11
（

。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
保
護
権
警
告
事
例
に
お
い
て
も
違
法
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性
判
断
の
た
め
に
利
益
衡
量
を
課
し
た
判
決
が
あ
っ
た
が

）
11
（

、
こ
の
方
向
性
は
そ
の
後
は
踏
襲
さ
れ
ず
、
現
在
で
も
、
警
告
の
客
観
的
不
当
性
に

よ
っ
て
違
法
性
を
認
め
る
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。
違
法
性
の
客
観
的
判
断
方
法
を
正
当
化
す
る
上
で
、
判
例
に
お
い
て
は
、
不

当
訴
訟
等
の
不
当
請
求
の
事
例
と
の
対
比
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
二
節
に
お
い
て
述
べ
る
。

（
四
）
警
告
者
の
過
失
の
判
断

　

侵
害
の
営
業
関
連
性
及
び
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
不
当
な
保
護
権
警
告
の
事
例
に
お
け
る
実
質
的
な
責
任
判
断
の
焦
点

は
、
警
告
の
不
当
性
す
な
わ
ち
保
護
権
侵
害
の
存
否
と
、
過
失
の
存
否
の
判
断
に
置
か
れ
る
。
こ
の
点
は
、
他
の
営
業
権
侵
害
の
事
例
に
お

い
て
営
業
関
連
性
あ
る
い
は
違
法
性
の
判
断
が
決
定
的
問
題
で
あ
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
。

　

判
例
に
よ
れ
ば
、
不
当
な
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任
の
要
件
は
、
警
告
者
が
過
失
に
よ
っ
て
行
為
し
た
こ
と
で
足
り
る
。
し
か
し
、
警
告

者
に
対
す
る
過
失
非
難
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
警
告
の
相
手
方
が
当
初
か
ら
警
告
の
不
当
性
を
主
張
し
て
い
て
、
か
つ
そ
の
警
告
の
不

当
性
が
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い

）
11
（

。
過
失
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
警
告
者
が
自
分
の
保
護
権
な
い
し
そ
の
侵

害
を
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
要
求
さ
れ
る
注
意
を
尽
く
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
専
門
家
に
依
頼

し
て
助
言
を
受
け
た
と
い
う
だ
け
で
は
注
意
を
尽
く
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い

）
11
（

。
注
意
義
務
が
緩
和
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
特
許
権
の
よ
う

に
保
護
権
成
立
の
た
め
に
十
分
な
審
理
が
さ
れ
る
権
利
に
基
づ
く
警
告
の
場
合
は
、
警
告
者
と
し
て
は
、
権
利
の
存
在
に
つ
い
て
公
官
庁
の

判
断
を
信
頼
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る

）
1（
（

。
そ
れ
以
外
の
、
成
立
要
件
の
実
質
的
な
審
理
な
し
で
成
立
す
る
権
利
に
基
づ
く
警
告
の
場
合
は
、

警
告
者
に
よ
り
慎
重
な
行
動
が
求
め
ら
れ
る

）
11
（

。

　

さ
ら
に
、
直
接
警
告
と
対
顧
客
警
告
の
相
違
も
、
過
失
判
断
に
影
響
を
与
え
る
。
顧
客
は
一
般
に
、
争
い
を
避
け
る
こ
と
を
好
み
、
警
告

の
正
当
性
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
警
告
に
屈
す
る
傾
向
に
あ
る
。
警
告
対
象
で
あ
る
製
造
者
等
は
、
そ
も
そ
も
警
告
の
存
在
を
知
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ら
な
い
ま
ま
こ
の
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
自
分
の
顧
客
に
対
し
て
警
告
が
あ
っ
た
と
知
っ
た
場
合
で
も
、
有
効
な
措
置
を
取

る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
対
顧
客
警
告
は
、
製
造
者
を
特
に
甚
だ
し
く
害
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
警
告
が
奏
功
し
な
か
っ
た
と

か
、
特
別
な
事
情
が
例
外
的
に
製
造
者
警
告
を
適
切
で
な
い
と
思
わ
せ
、
か
つ
権
利
状
況
を
注
意
深
く
検
討
し
て
、
客
観
的
に
考
慮
す
れ
ば

警
告
者
が
自
己
の
請
求
権
が
正
当
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
場
合
に
、
初
め
て
対
顧
客
警
告
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る

）
11
（

。

（
五
）
補
充
性

　
（
一
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
設
立
さ
れ
稼
働
中
の
営
業
の
権
利
と
い
う
構
成
は
補
充
性
を
有
す
る
。
こ
れ
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
、

次
の
よ
う
な
他
の
法
律
構
成
の
可
能
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
通
説
・
判
例
は
そ
の
い
ず
れ
も
認
め
て
い
な
い
。

　

第
一
に
、
保
護
権
警
告
事
例
に
お
い
て
は
、
警
告
者
は
、
相
手
方
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
こ
と
自
体
は
認
識
し
て
お
り
、
た
だ
そ
の
基

礎
と
な
る
保
護
権
な
い
し
そ
の
侵
害
の
存
在
を
誤
信
し
て
い
る
（
正
当
化
事
由
の
錯
誤
）
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学
説
で
は
警
告
者
に

は
故
意
が
あ
り
、
故
意
の
良
俗
違
反
に
よ
る
責
任
（
八
二
六
条
）
が
成
立
す
る

）
11
（

、
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
る

）
11
（

。
し
か
し
、
通
説
は
、
存
在

し
な
い
保
護
権
な
い
し
そ
の
侵
害
を
過
失
に
よ
っ
て
誤
信
し
て
警
告
を
行
う
事
例
は
、
過
失
に
よ
る
侵
害
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る

）
11
（

。

　

第
二
に
、
不
当
な
対
顧
客
警
告
は
、
第
三
者
で
あ
る
顧
客
に
対
し
て
、
相
手
方
が
保
護
権
侵
害
を
し
て
い
る
と
い
う
誤
っ
た
情
報
を
伝
え

る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
実
に
反
す
る
事
実
の
流
布
と
し
て
、
競
争
目
的
で
あ
れ
ば
Ｕ
Ｗ
Ｇ
四
条
二
号
、
そ
れ
以
外
で
あ
れ
ば
信
用
毀
損
（
八

二
四
条
）
に
よ
る
責
任
を
成
立
さ
せ
う
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
学
説
で
は
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
も
あ
り

）
11
（

、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
判
例
が
こ

の
立
場
で
事
実
主
張
に
関
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
不
正
競
争
防
止
法
七
条
を
適
用
す
る

）
11
（

。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
保
護
権
警
告
に
お
い

て
問
題
と
な
る
の
は
法
的
見
解
の
表
明
す
な
わ
ち
価
値
判
断
で
あ
り
、
事
実
主
張
で
は
な
い
と
し
て
信
用
毀
損
規
定
を
適
用
し
な
い

）
11
（

。
対
顧

客
警
告
が
一
般
不
法
行
為
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
は
こ
の
欠
缺
を
補
う
た
め
で
あ
る
。
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（
六
）
不
当
な
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任

　

責
任
が
成
立
す
る
場
合
、
被
害
者
は
、
警
告
者
に
対
し
、
警
告
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
警
告
が
弁
護

士
等
の
誤
っ
た
助
言
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
警
告
者
と
並
ん
で
そ
の
弁
護
士
等
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
う
る

）
11
（

。

　

典
型
的
な
損
害
は
、
警
告
に
対
抗
す
る
た
め
の
防
御
費
用
、
例
え
ば
、
訴
訟
に
至
る
ま
で
に
支
出
し
た
弁
護
士
費
用
（
訴
訟
の
た
め
に
支

出
し
た
弁
護
士
費
用
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
ド
イ
ツ
民
訴
法
九
一
条
の
問
題
と
な
る
）
や

）
1（
（

、
警
告
者
の
保
護
権
の
無
効
を
申
し
立
て
る
た

め
に
支
出
し
た
手
続
費
用
で
あ
り

）
11
（

、
金
銭
的
損
害
賠
償
の
内
容
と
し
て
た
だ
こ
れ
だ
け
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

逸
失
利
益
も
一
般
論
と
し
て
は
損
害
賠
償
の
対
象
に
含
ま
れ
う
る

）
11
（

。
例
え
ば
、
交
渉
の
過
程
で
一
時
的
に
、
問
題
と
な
っ
た
製
品
の
製
造
・

販
売
を
停
止
・
縮
小
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
が
こ
れ
に
当
た
る
。
実
際
に
差
止
請
求
等
と
同
時
に
こ
の
損
害
の
賠
償
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
が

）
11
（

、
そ
う
で
な
い
場
合
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
第
一
訴
訟
に
お
い
て
、
不
当
な
警
告
に
よ
っ
て
被
警
告
者
に
生
じ
、
今
後

生
じ
る
全
て
の
損
害
の
賠
償
義
務
を
確
認
す
る
確
認
判
決
を
得
て
、
第
二
訴
訟
に
お
い
て
逸
失
利
益
の
賠
償
を
請
求
す
る
と
い
う
方
法
も
見

ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
第
二
訴
訟
に
お
い
て
、
防
御
費
用
の
賠
償
は
認
め
ら
れ
て
も
逸
失
利
益
の
賠
償
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

）
11
（

。

　

不
当
な
警
告
の
相
手
方
は
、
金
銭
的
賠
償
と
は
別
に
、
警
告
者
に
さ
ら
な
る
警
告
を
し
な
い
よ
う
求
め
る
差
止
請
求
権
を
有
す
る

）
11
（

。
特
に

対
顧
客
警
告
の
拡
大
や
、
直
接
警
告
か
ら
対
顧
客
警
告
へ
の
移
行
を
差
し
止
め
る
点
に
意
味
が
あ
る
。
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第
二
節　

保
護
権
警
告
と
そ
の
他
の
不
当
請
求
と
の
対
比

（
一
）
問
題
の
所
在

　

第
一
節
（
二
）・（
三
）
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
保
護
権
警
告
は
そ
の
基
礎
と
さ
れ
た
保
護
権
な
い
し
そ
の
侵
害
が
存
在
し
な
い
と
き

は
営
業
権
侵
害
で
あ
り
、
違
法
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
不
当
な
保
護
権
警
告
の
事
例
は
、
自
己
の
権
利
の
存
在
を
誤
信
し
て
相
手
方
に
要
求

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
点
で
、
不
当
請
求
の
そ
の
他
の
事
例
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
客
観
的
に
不
当

な
権
利
主
張
が
、
そ
れ
だ
け
で
相
手
方
の
権
利
の
侵
害
に
な
る
こ
と
や
違
法
で
あ
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
判
例
は
、
こ
の
相
違

を
正
当
化
す
る
た
め
に
不
当
請
求
の
そ
の
他
の
事
例
と
の
対
比
を
行
っ
て
お
り

）
11
（

、
保
護
権
警
告
事
例
の
特
殊
性
を
強
調
し
て
き
た
。

　

こ
れ
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
不
当
請
求
に
よ
る
責
任
の
一
般
的
規
律
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
司
法
手
続
外
で
の
単
純
な
不
当

請
求
と
、
訴
訟
な
ど
各
種
の
司
法
手
続
を
利
用
し
て
不
当
請
求
を
行
う
事
例
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
責
任
の
規
律
が
異
な
る
。

　

ま
た
、
不
当
請
求
の
各
事
例
に
お
け
る
規
律
で
は
、
一
般
的
に
、
請
求
が
一
時
的
に
も
せ
よ
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
と
、

そ
の
他
の
損
害
と
で
、
扱
い
が
異
な
る
。
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
保
護
権
警
告
の
事
例
で
は
逸
失
利
益
と
付
随
的
損
害
の
賠
償
で
要
件
に

差
は
な
か
っ
た
が
、
不
当
請
求
の
他
の
事
例
と
の
対
比
か
ら
、
こ
の
損
害
の
性
質
に
よ
る
区
別
と
い
う
示
唆
が
得
ら
れ
る

）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
請

求
が
何
ら
か
の
理
由
で
実
現
さ
れ
た
場
合
の
、
い
わ
ば
請
求
内
の
損
害
の
賠
償
は
、
実
質
的
に
は
不
当
利
得
返
還
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

何
ら
か
の
理
由
で
損
害
賠
償
構
成
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
一
般
的
に
は
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
や
す
い
傾
向
に
あ
る
。
付
随
的

損
害
と
し
て
は
、
防
御
費
用
、
信
用
低
下
に
よ
る
も
の
を
含
む
営
業
上
の
損
失
、
と
き
に
は
健
康
悪
化
に
よ
る
損
害
な
ど
も
主
張
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
付
随
的
損
害
に
対
す
る
責
任
は
、
若
干
の
例
外
（
と
り
わ
け
防
御
費
用
）
を
除
い
て
認
め
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
。
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（
二
）
そ
の
他
の
不
当
請
求
に
よ
る
責
任

（
ア
）
司
法
手
続
外
で
の
不
当
請
求
に
よ
る
責
任

　

司
法
手
続
を
用
い
な
い
で
、
単
に
当
事
者
間
で
、
客
観
的
に
不
当
な
請
求
が
な
さ
れ
る
場
合
が
、
不
当
請
求
事
例
の
基
本
と
い
え
る
。
後

に
請
求
が
不
当
だ
と
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
請
求
内
の
損
害
と
し
て
い
っ
た
ん
請
求
に
応
じ
て
物
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
給
付
を
し
た
こ

と
）
11
（

、
付
随
的
損
害
と
し
て
は
、
請
求
が
不
当
だ
と
考
え
て
防
御
の
た
め
に
調
査
費
用
・
弁
護
士
費
用
等
を
支
出
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
る

）
11
（

。

（
ａ
）
請
求
内
の
損
害

　

不
当
な
請
求
に
基
づ
い
て
給
付
が
さ
れ
た
と
き
、
給
付
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
不
当
利
得
返
還
請
求
が
認
め
ら
れ
う
る

）
1（
（

。
原
物
返
還
可
能

な
単
純
な
物
・
金
銭
の
給
付
で
あ
れ
ば
こ
れ
で
足
り
る
。
し
か
し
、
一
定
の
役
務
等
の
給
付
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
相
手
方
は
あ
え

て
損
害
賠
償
請
求
の
構
成
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
損
害
賠
償
の
構
成
が
と
ら
れ
る
の
は
、
給
付
の
価
値
を
問
題
と
せ
ず
に
、
た
だ
給
付
に
要

し
た
費
用
を
請
求
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
不
当
請
求
の
当
事
者
は
契
約
関
係
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
関
係
に
あ
る
こ
と
が
多
い
た

め
、
こ
こ
で
は
契
約
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
用
い
ら
れ
る
。
判
例
も
、
有
責
な
契
約
違
反
（
二
八
〇
条
一
項
）
や
契
約
締
結
上
の
過
失

（
三
一
一
条
）
に
よ
る
責
任
の
適
用
可
能
性
を
認
め
て
い
る

）
11
（

。

　

例
え
ば
、
売
買
契
約
の
目
的
物
で
あ
る
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
装
置
が
正
常
に
動
作
せ
ず
、
買
主
が
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
考
え
て
売
主
に

対
し
て
瑕
疵
の
排
除
を
請
求
し
、
売
主
が
修
補
作
業
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
実
際
に
は
動
作
不
良
の
原
因
は
買
主
の
配
線
に
あ
っ
た
と
い
う
事

例
で
は
、
有
責
な
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
た
。
損
害
賠
償
の
内
容
は
、
売
主
が
作
業
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
（
六
時
間

分
の
労
働
に
つ
い
て
一
時
間
当
た
り
九
〇
ユ
ー
ロ
と
、
四
二
四
㎞
分
の
移
動
費
用
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
売
主
が
不
当
な
請
求
に
応
じ
た
こ

と
に
よ
る
費
用
で
あ
り
、
配
線
の
修
正
と
い
う
容
易
な
作
業
の
客
観
的
価
値
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
損
害
賠
償
請
求
権
独
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自
の
要
件
、
す
な
わ
ち
、
自
己
の
答
責
領
域
に
問
題
の
事
象
の
原
因
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
過
失
が
要
求
さ
れ
る

（
本
件
で
は
買
主
も
電
気
設
備
を
扱
う
事
業
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
買
主
の
過
失
は
肯
定
さ
れ
て
い
る

）
11
（

）。

（
ｂ
）
付
随
的
損
害
（
防
御
費
用
）

　

判
例
に
よ
れ
ば
、
司
法
手
続
の
利
用
に
よ
る
請
求
に
特
有
の
正
当
化
（
後
述
）
は
働
か
ず
、
過
失
不
法
行
為
の
規
定
（
八
二
三
条
一
項
）

が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る

）
11
（

。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
損
害
賠
償
責
任
は
成
立
し
な
い
。
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
基
本
的
規
定
で
あ
る
八
二

三
条
一
項
は
、
前
述
の
通
り
絶
対
権
に
準
じ
る
権
利
侵
害
を
要
件
と
す
る
。
そ
し
て
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
請
求
に
よ
っ
て
相
手
方
に
弁
護
士

費
用
等
を
支
出
さ
せ
る
こ
と
は
、
八
二
三
条
一
項
の
意
味
で
の
権
利
侵
害
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
純
粋
財
産
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
に
過

ぎ
な
い

）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
請
求
権
が
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
い
て
請
求
者
に
過
失
が
あ
っ
て
も
不
法
行
為
は
成
立
し
な
い
。

　

例
外
的
に
、
防
御
費
用
に
つ
い
て
損
害
賠
償
請
求
権
が
成
立
し
う
る
の
は
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
が
、
明
ら
か
に
事
実
上
ま
た
は
法
律
上

の
基
礎
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
故
意
の
良
俗
違
反
の
加
害
に
よ
る
不
法
行
為
（
八
二
六
条
）
と
し
て
、
相

手
方
が
支
出
し
た
弁
護
士
費
用
等
に
つ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る

）
11
（

。

　

な
お
、
防
御
費
用
に
つ
い
て
は
民
訴
法
上
の
費
用
償
還
請
求
権
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
九
一
条

）
11
（

）
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
判
例
は
こ

れ
を
否
定
し
て
い
る

）
11
（

。
ド
イ
ツ
民
訴
法
の
費
用
償
還
請
求
権
は
あ
く
ま
で
訴
訟
費
用
の
負
担
の
規
律
で
あ
っ
て
、
不
当
な
請
求
に
対
す
る
一

般
的
な
費
用
償
還
請
求
権
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
は
、
不
当
な
請
求
を
受
け
る
こ
と
は
一
般
生
活
危
険
に
属
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
請
求
を
受
け
た
側
か
ら
消
極
的
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
と
い
う
方
法
を
と
れ
ば
、
そ
こ
で
の
弁
護
士
費
用
等
は
ド
イ

ツ
民
訴
法
九
一
条
の
費
用
償
還
請
求
権
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

防
御
費
用
の
他
の
請
求
根
拠
と
し
て
、
不
当
請
求
当
事
者
間
で
は
請
求
に
当
た
っ
て
相
手
の
利
益
を
害
し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
特
別
結

合
関
係
が
生
じ
る
な
ど
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
判
例
は
こ
れ
も
退
け
て
い
る

）
11
（

。
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（
イ
）
訴
訟
に
よ
る
不
当
請
求
に
よ
る
責
任

　

司
法
手
続
を
利
用
し
た
不
当
請
求
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
に
応
じ
て
不
法
行
為
責
任
の
成
立
を
限
定
す
る
制
度
上
の
考
慮
が
働

く
。
そ
の
頂
点
が
訴
訟
に
よ
る
不
当
請
求
の
事
例
で
あ
り
、
責
任
は
ご
く
限
ら
れ
た
場
合
に
し
か
生
じ
な
い
。

（
ａ
）
原
則
的
規
律

　

請
求
内
の
損
害
が
問
題
と
な
る
の
は
、
判
決
確
定
後
に
不
当
性
が
明
ら
か
と
な
る
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
既
判
力
制
度
の
機
能
を
確

保
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
五
七
八
条
以
下
の
再
審
事
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
不
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

）
11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
付
随
的
損
害
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
請
求
の
不
当
性
が
判
決
確
定
前
に
明
ら
か
と
な
っ
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
る

事
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
防
御
費
用
は
、
訴
訟
費
用
敗
訴
者
負
担
の
規
定
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
九
一
条
）
に
よ
っ
て
、
償
還
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
請
求
の
不
当
性
を
知
り
な
が
ら
、
た
だ
訴
訟
費
用
の
負
担
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
相
手
方
へ
の

嫌
が
ら
せ
な
ど
の
目
的
で
訴
訟
を
提
起
し
追
行
す
る
典
型
的
な
不
当
訴
訟
の
判
例
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る

）
1（
（

。
第
二
に
、
防
御
費

用
以
外
の
付
随
的
損
害
に
つ
い
て
は
実
体
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
問
題
と
な
る

）
11
（

。
例
え
ば
、
特
定
の
物
に
関
す
る
紛
争
が
故
意
に
長
期

化
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
物
の
利
用
・
処
分
に
よ
る
営
業
等
に
支
障
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
故
意
の
場
合
に
は
八

二
六
条
の
責
任
が
成
立
し
う
る
が

）
11
（

、
自
己
の
権
利
を
誤
信
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
、
原
則
と
し
て
責
任
は
認
め
ら
れ
な
い
。
自
力
救

済
と
は
異
な
り
、
訴
訟
提
起
は
ま
さ
に
私
人
間
の
紛
争
解
決
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。
訴
訟
の

制
度
目
的
は
、
事
実
関
係
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
も
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
方
の
当
事
者
の
認
識
が
結
果
的
に
誤
っ
て
い
る
こ

と
は
制
度
が
法
律
上
も
と
も
と
想
定
し
て
い
る
利
用
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
法
な
行
為
と
は
い
え
な
い

）
11
（

。
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（
ｂ
）
既
判
力
の
覆
滅

　

既
判
力
あ
る
判
断
に
対
し
て
、
例
外
的
に
損
害
賠
償
法
の
規
定
を
援
用
す
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
既
判
力
の
覆
滅
［D

urchbrechung

］）
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
八
二
六
条
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
の
効
果
と
し
て
、
執
行
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
な
り

）
11
（

、
既
に
執
行

が
開
始
さ
れ
て
い
た
と
き
は
原
状
回
復
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る

）
11
（

。
そ
の
典
型
例
と
し
て
、
古
く
か
ら
、
判
決
が
詐
取
さ
れ
た
事
例
の
よ
う
に
、

良
俗
違
反
の
方
法
で
判
決
が
取
得
さ
れ
た
場
合
が
想
定
さ
れ
て
き
た

）
11
（

。
こ
れ
に
加
え
て
、
債
務
名
義
の
取
得
自
体
に
は
良
俗
違
反
が
な
く
と
も
、

そ
の
債
務
名
義
を
執
行
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
良
俗
違
反
と
な
る
と
き
も
、
八
二
六
条
の
責
任
の
成
立
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
き
た

）
11
（

。

　

判
例
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
の
覆
滅
を
も
た
ら
す
要
件
は
、
法
的
平
和
と
法
的
安
定
性
の
た
め
に
狭
く
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り

）
11
（

、
具
体
的

に
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
①
判
決
が
実
質
的
に
誤
っ
て
い
る
こ
と

）
1（
（

、
②
判
決
の
既
判
力
が
援
用
さ
れ
、
そ
の
判
決
を
利
用
す
る
側
が
、
判
決

は
正
し
く
な
い
と
知
っ
て
い
る
こ
と

）
11
（

、
③
そ
の
判
決
の
利
用
を
良
俗
違
反
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
特
別
の
事
情
が
付
け
加
わ
る
こ
と
。
と
り

わ
け
、
③
の
特
別
の
事
情
が
実
際
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
を
肯
定
し
た
判
例
は
、
通
常
の
裁
判
で
は
な
く
て
、
一
九

八
〇
年
代
に
現
れ
た
督
促
手
続
の
事
例
に
限
定
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
の
よ
う
に
当
事
者
の
手
続
保
障
が
充
実
し
て
い
る
手

続
の
場
合
に
は
、
も
と
も
と
ド
イ
ツ
民
訴
法
五
七
八
条
以
下
が
既
判
力
を
破
る
も
の
と
し
て
定
め
て
い
る
事
由
に
至
ら
な
い
程
度
の
瑕
疵

は
、
既
判
力
の
覆
滅
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。

（
ウ
）
仮
執
行
等
の
規
定
と
そ
の
類
推
適
用
の
可
否

　

ド
イ
ツ
法
は
、
仮
執
行
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
が
不
当
で
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
執
行
債
権
者
の
無
過
失
責
任
を
規
定
し
て
い
る
（
ド

イ
ツ
民
訴
法
七
一
七
条
二
項

）
11
（

、
九
四
五
条

）
11
（

）。
こ
れ
ら
の
手
続
を
利
用
す
る
者
は
、
自
己
に
権
利
が
あ
る
と
過
失
な
く
誤
信
し
て
い
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
相
手
方
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
、
仮
執
行
の
対
象
と
な
っ
た
財
産
が
失
わ
れ
た
り
、
仮

差
押
え
の
結
果
と
し
て
営
業
活
動
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
な
ど
実
行
自
体
に
よ
る
損
害
と
、
防
御
費
用
が
含
ま
れ
る

）
11
（

。
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こ
の
規
定
は
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
法
思
考
に
基
づ
い
て
、
一
定
の
場
合
に
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
法
思
考
と
は
、
終
局
的

で
な
い
仮
の
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
執
行
す
る
と
き
、
そ
の
請
求
が
実
体
的
に
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク

は
、
債
権
者
が
負
担
す
る
こ
と
が
適
切
な
リ
ス
ク
分
配
に
か
な
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
、
許
さ
れ
て
は
い
る
が
危
険
を
は

ら
む
権
利
行
使
［A

usübung

］
に
基
づ
く
損
害
は
、
自
己
の
利
益
を
他
人
の
費
用
で
追
及
す
る
者
、
損
害
の
原
因
を
与
え
た
者
に
負
担
さ

せ
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る

）
11
（

。
具
体
的
に
は
、
租
税
法
上
の
仮
差
押
え

）
11
（

、
報
道
法
上
の
反
論
権
に
つ
い
て

）
1（
（

、
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
趣
旨
が
当
て
は
ま
ら
な
い
そ
の
他
の
司
法
手
続
に
つ
い
て
は
、
無
過
失
責
任
の
規
定
の
類
推
適
用
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で

問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
過
責
を
要
件
と
す
る
一
般
不
法
行
為
法
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る

）
11
（

。
判
例
は
、「
錯
誤
権
」
の
原
則
と
呼
ば
れ
る
判

例
法
理
に
よ
っ
て
、
こ
の
責
任
を
限
定
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

（
エ
）
い
わ
ゆ
る
錯
誤
権
の
原
則

　

強
制
執
行
手
続
や
破
産
手
続
開
始
申
立
て
な
ど
も
、
相
手
方
に
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
う
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
付
随
的
損
害
に
対
す

る
責
任
で
あ
る
。
判
例
は
、
次
の
よ
う
な
法
理
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
司
法
上
の
手
続
の
利
用
者
は
、
原
則
と
し
て
、
自
己
の

権
利
等
を
誤
信
し
た
こ
と
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
も
責
任
を
負
わ
な
い
（
い
わ
ゆ
る
「
錯
誤
権
［Recht auf Irrtum

］」）。

（
ａ
）
判
例
法
理
の
展
開

　

判
例
の
出
発
点
と
い
え
る
の
は
、（
イ
）
で
触
れ
た
、
訴
訟
上
の
不
当
請
求
に
関
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
の
一
九
五
六
年
三

月
七
日
判
決
で
あ
っ
た

）
11
（

。
続
い
て
、
不
当
な
破
産
手
続
開
始
申
立
て
に
よ
る
損
害
が
問
題
と
な
っ
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ 

一
九
六
一
年
一
〇
月
三
日
判

決
は
、「
国
が
定
め
る
、
法
律
で
定
め
ら
れ
規
律
さ
れ
た
手
続
を
利
用
す
る
者
は
、
そ
の
行
為
が
実
体
的
に
は
正
当
化
さ
れ
ず
、
相
手
方
に

そ
の
手
続
か
ら
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
た
と
し
て
も
、
直
接
か
つ
違
法
に
、
債
務
者
の
保
護
さ
れ
た
権
利
領
域
に
対
す
る
侵
害
を
す
る
も
の
で
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は
な
い
」
と
述
べ
た

）
11
（

。
こ
の
部
分
が
、
後
の
判
例
に
お
い
て
「
錯
誤
権
」
と
し
て
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
原
理
を
さ
ら
に
展
開
し
て

現
在
の
判
例
法
理
を
確
立
し
た
と
い
え
る
の
が
、
債
務
名
義
成
立
後
に
任
意
に
支
払
い
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
見
過
ご
し

て
不
当
に
強
制
執
行
手
続
が
続
行
さ
れ
た
事
例
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ 

一
九
七
九
年
三
月
一
三
日
判
決
で
あ
る

）
11
（

。

（
ｂ
）
錯
誤
権
の
原
則
の
基
本
的
内
容

　

以
上
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
こ
の
種
の
事
例
で
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
営
業
権
侵
害
に
関
し
て
は
、
も
し
手
続
の
開
始
そ
れ
自
体

が
風
評
等
に
よ
っ
て
不
利
益
を
も
た
ら
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
被
害
者
が
受
忍
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
風
評
等
に
よ
る
不
利
益
の
発
生

は
、
手
続
の
付
随
的
効
果
で
あ
っ
て
加
害
者
が
自
ら
直
接
に
加
害
行
為
を
す
る
場
合
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
営
業
権
侵
害
と
は
な
ら
な
い

）
11
（

。

　

第
二
に
、
健
康
侵
害
等
の
絶
対
権
侵
害
の
場
合
に
も
、
そ
の
違
法
性
は
徴
表
さ
れ
な
い
。
手
続
利
用
者
は
、
手
続
を
申
し
立
て
る
前
に
自

分
の
権
限
の
正
当
性
を
注
意
深
く
吟
味
し
た
り
、
自
己
の
利
益
と
相
手
方
の
利
益
と
を
衡
量
す
る
義
務
を
負
わ
な
い

）
11
（

。
こ
れ
は
手
続
法
上
正

当
な
行
為
に
は
合
法
性
の
推
定
が
働
く
た
め
で
あ
る
。
こ
の
推
定
の
根
拠
は
、
形
式
的
に
の
み
な
ら
ず
実
体
的
に
も
正
当
な
法
律
上
の
手
続

の
開
始
及
び
追
行
も
ま
た
、
請
求
の
貫
徹
そ
れ
自
体
を
超
え
た
定
型
的
な
損
害
結
果
を
伴
う
こ
と
が
あ
り
、
相
手
方
は
そ
れ
を
賠
償
な
く
し

て
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る

）
11
（

。
相
手
方
で
あ
る
債
務
者
の
保
護
は
、
手
続
そ
れ
自
体
が
、
法
律
上
形
成
さ
れ

た
仕
組
み
に
応
じ
て
引
き
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
手
続
利
用
者
は
、
原
則
と
し
て
、
既
に
手
続
法
上
予
定
さ
れ
た
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
以
外
に
、

不
法
行
為
実
体
法
に
よ
っ
て
、
単
な
る
過
失
に
よ
る
権
利
状
況
の
誤
認
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

重
大
な
国
家
的
利
益
の
存
す
る
国
家
的
司
法
手
続
の
自
由
な
利
用
可
能
性
を
、
憂
慮
す
べ
き
ほ
ど
に
縮
小
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。

　

例
外
的
に
責
任
が
成
立
し
う
る
場
合
と
し
て
、
故
意
の
良
俗
違
反
の
加
害
（
八
二
六
条
）
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
債
権
者
が
債

務
者
の
破
産
手
続
開
始
を
申
し
立
て
た
と
い
う
事
実
を
自
ら
流
布
し
た
と
き
は
、
手
続
を
利
用
し
た
こ
と
で
は
な
く
そ
の
事
実
を
流
布
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
直
接
性
な
い
し
営
業
関
連
性
の
あ
る
営
業
権
侵
害
（
八
二
三
条
一
項
）
に
よ
る
責
任
が
成
立
し
う
る

）
（11
（

。
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（
ｃ
）
錯
誤
権
の
例
外

　

判
例
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
相
手
方
に
手
続
自
体
が
保
障
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
、
錯
誤
権
の
前
提
と
し
て
必
須
の
対
応
物
［K

orrelat

］

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
手
続
的
保
障
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
錯
誤
権
の
原
則
は
妥
当
し
な
い

）
（1（
（

。
例
え
ば
、
通
常
の
強
制
執
行
手
続
に
お
い
て
は
、

相
手
方
は
対
審
的
手
続
の
下
で
受
領
証
（
三
六
八
条
）
を
提
出
す
る
な
ど
確
実
な
防
御
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
の
で
、
錯
誤
権
の
原
則
が
妥
当

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
執
行
債
務
者
が
占
有
し
て
い
る
物
に
対
し
て
債
権
者
が
強
制
執
行
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
物
が
譲
渡
担
保

に
供
さ
れ
て
い
た
り
所
有
権
留
保
を
付
さ
れ
て
い
た
と
き
、
譲
渡
担
保
権
者
や
所
有
権
留
保
者
に
は
手
続
保
障
が
与
え
ら
れ
な
い
。
強
制
執
行

手
続
は
債
務
者
で
あ
る
譲
渡
担
保
設
定
者
等
に
向
け
ら
れ
て
い
て
、
譲
渡
担
保
権
者
等
は
手
続
に
参
加
し
な
い
し
、
参
加
を
求
め
る
権
利
も
有

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
と
の
関
係
で
は
錯
誤
権
の
原
則
は
妥
当
せ
ず

）
（10
（

、
法
益
侵
害
の
違
法
性
も
徴
表
さ
れ
る

）
（10
（

。
こ
こ

で
問
題
と
な
る
損
害
は
、
主
に
強
制
執
行
に
よ
っ
て
担
保
を
失
っ
た
た
め
に
担
保
目
的
物
の
価
値
に
相
当
す
る
損
害
を
被
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
相
手
方
の
手
続
保
障
の
必
要
性
に
よ
る
例
外
は
、
主
に
請
求
内
の
損
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、
手
続
参
加
者
の
錯
誤
権
の
限
界
と
し
て
、「
手
続
的
な
意
思
決
定
・
行
為
の
自
由
が
、
責
任
リ
ス
ク
に
よ
っ
て
、
受
忍
で
き
な

い
ほ
ど
侵
害
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
場
合
に
は
錯
誤
権
は
及
ば
な
い

）
（10
（

。
具
体
的
に
は
、
権
利
追
求
が
不
当
で
あ
る
こ
と
が
相
手
方
か
ら
指

摘
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
容
易
に
検
討
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
指
摘
を
認
識
し
て
適
切
に
対
応
す
る
よ
う
要
求
し
て
も
、
司
法
手
続
の
利

用
可
能
性
は
侵
害
さ
れ
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
二
つ
の
限
界
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
絶
対
権
侵
害
と
構
成
さ
れ
う
る
場
合
（
第
一
の
例
で
は
物
権
の
侵
害
、
第
二
の
例
で
は
健
康
侵

害
）
の
み
で
あ
る
。
営
業
侵
害
に
関
し
て
は
営
業
関
連
性
が
存
在
し
な
い
た
め
、
営
業
権
侵
害
の
構
成
を
と
る
こ
と
は
で
き
ず
（（
ｂ
））、

相
手
方
に
防
御
費
用
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
一
般
生
活
危
険
の
実
現
に
過
ぎ
な
い
（（
ア
）（
ｂ
））。
い
ず
れ
も
純
粋
財

産
損
害
で
あ
り
、
八
二
三
条
一
項
の
適
用
対
象
で
は
な
い
。
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（
三
）
保
護
権
警
告
と
そ
の
他
の
不
当
請
求
と
の
関
係

（
ア
）
問
題
の
所
在

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
不
当
な
保
護
権
警
告
の
規
律
と
そ
の
他
の
不
当
請
求
の
規
律
の
相
違
は
、
次
の
二
点
に
あ
る
。

第
一
に
、
不
当
な
保
護
権
警
告
が
営
業
権
侵
害
と
い
う
権
利
侵
害
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
不
当
な
請
求
に
よ
る
営
業
損

失
は
営
業
関
連
性
が
な
い
純
粋
財
産
損
害
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
不
当
な
保
護
権
警
告
が
そ
の
不
当
性
だ
け
で
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
の

に
対
し
て
、
そ
の
他
の
不
当
請
求
は
、
権
利
侵
害
が
認
め
ら
れ
て
も
、
錯
誤
権
の
原
則
に
よ
っ
て
容
易
に
違
法
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

判
例
は
、
こ
の
相
違
を
保
護
権
警
告
の
特
殊
性
に
依
拠
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
次
の
二
つ
の
判
例
は
い
ず
れ
も
直
接
警
告
の
事

例
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
、
対
顧
客
警
告
の
事
例
を
も
意
識
し
て
い
る
。

（
イ
）
判
例
に
お
け
る
保
護
権
警
告
と
そ
の
他
の
不
当
請
求
と
の
関
係

【
判
例
一
】
Ｂ
Ｇ
Ｈ 

一
九
六
二
年
一
一
月
五
日
判
決

）
（10
（

［
事
案
］

　

Ｘ
と
Ｙ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
子
供
用
ミ
シ
ン
の
製
造
を
行
う
工
場
を
経
営
し
て
お
り
、
長
年
に
わ
た
っ
て
競
争
関
係
に
あ
っ
た
。
Ｙ
は
、
あ
る

子
供
用
ミ
シ
ン
に
つ
い
て
実
用
新
案
を
取
得
し
、
Ｘ
に
対
し
て
、
Ｘ
は
こ
の
実
用
新
案
を
侵
害
し
て
い
る
と
通
知
し
た
。
し
か
し
Ｘ
は
、
Ｙ

の
実
用
新
案
の
重
要
な
要
素
は
公
知
で
あ
っ
た
と
し
て
異
論
を
唱
え
た
。
Ｙ
は
、
訴
訟
を
提
起
す
る
と
警
告
し
た
後
、
約
半
年
後
に
は
実
際

に
Ｘ
に
対
す
る
訴
訟
を
提
起
し
て
、
Ｘ
の
子
供
用
ミ
シ
ン
の
製
造
・
販
売
の
停
止
、
損
害
賠
償
等
を
求
め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｘ
は
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
商
品
の
製
造
ま
た
は
販
売
を
自
ら
一
時
的
に
限
定
し
つ
つ
、
訴
訟
に
お
い
て
は
請
求
棄
却
を
求
め
、
さ
ら
に
特
許
庁
に
Ｙ
の

実
用
新
案
の
抹
消
を
申
し
立
て
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
Ｙ
の
実
用
新
案
は
抹
消
さ
れ
、
Ｙ
は
こ
れ
を
受
け
て
訴
訟
を
取
り
下
げ
た
。
し
か
し
、
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Ｘ
は
取
り
下
げ
の
同
意
を
拒
否
し
て
、
不
当
な
警
告
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
て
反
訴
を
提
起
し
た
。

　

Ｙ
は
、
実
用
新
案
の
要
件
の
検
討
は
困
難
で
あ
る
か
ら
錯
誤
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
ま
た
被
告
は
任
意
に
警
告
に
従
っ
た
の
だ
か

ら
、
そ
の
損
害
に
つ
い
て
重
過
失
が
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
原
審
は
、
反
訴
請
求
を
一
部
認
容
し
、
Ｘ
の
共
同
過
責
（
二
五
四
条
）
と
し
て

四
分
の
一
を
減
額
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
が
上
告
し
た
。

［
判
旨
］

　

上
告
棄
却
。
他
の
不
当
請
求
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
ⅰ
）
保
護
権
警
告
の
特
殊
性
に
つ
い
て

　

不
当
な
保
護
権
警
告
は
、
不
当
な
給
付
請
求
の
一
事
例
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
不
当
な
給
付
請
求
の
場
合
、
給
付
し
た
も
の
の
返
還
を

求
め
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
原
則
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
保
護
権
警
告
（
直
接
警
告
）
の
事
例
に
お

い
て
は
、
そ
の
例
外
を
正
当
化
し
う
る
よ
う
な
特
殊
性
が
存
在
し
て
い
る
。
決
定
的
な
の
は
、
警
告
に
よ
る
差
止
請
求
が
相
手
方
の
営
業
主

体
に
生
じ
さ
せ
る
深
刻
な
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
に
不
当
請
求
に
よ
っ
て
相
手
方
に
生
じ
る
結
果
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
ま
た
、

被
警
告
者
か
ら
警
告
の
結
果
と
し
て
奪
わ
れ
た
も
の
が
ま
さ
に
警
告
者
に
流
入
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
通
常
は
証
明
で
き
な
い
か
ら
、
不
当

利
得
返
還
請
求
権
に
よ
っ
て
は
補
償
を
受
け
ら
れ
な
い
。
保
護
権
警
告
は
相
手
方
を
、
問
題
の
製
品
の
製
造
・
販
売
を
継
続
す
る
か
否
か
と

い
う
問
題
に
直
面
さ
せ
る
。
そ
こ
で
は
知
的
財
産
法
上
の
判
断
が
ほ
と
ん
ど
常
に
困
難
で
あ
り
、
時
間
が
か
か
る
。
ま
た
、
警
告
者
の
損
害

の
計
算
が
特
殊
で
あ
り
、
被
警
告
者
が
正
当
な
警
告
を
無
視
し
て
営
業
を
継
続
し
た
と
き
は
、
そ
の
営
業
に
よ
っ
て
取
得
し
た
収
益
を
、
た

と
え
被
警
告
者
の
侵
害
が
な
く
て
も
警
告
者
が
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
（10
（

。
そ
の
た
め
、
保

護
権
警
告
に
お
け
る
被
警
告
者
は
、
そ
の
他
の
不
当
な
請
求
を
受
け
た
債
務
者
と
は
全
く
異
な
る
問
題
状
況
に
置
か
れ
る
。

（
ⅱ
）
錯
誤
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
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司
法
手
続
外
の
警
告
と
は
異
な
り
、
警
告
に
対
応
す
る
差
止
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
場
合
に
は
、
司
法
手
続
に
お
け
る
請
求
に
つ
い
て
の
錯

誤
権
の
原
則
が
問
題
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
錯
誤
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
事
例
と
は
完
全
に
利
益
状
況
が
異
な
る
。
誤
信

し
た
保
護
権
に
依
拠
し
た
訴
訟
の
違
法
性
も
、
訴
訟
外
で
表
明
さ
れ
た
警
告
と
同
様
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
直
ち
に
訴
訟
を
提
起
す
る
者
を
、

事
実
及
び
権
利
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
事
前
に
警
告
を
す
る
者
よ
り
も
、
法
的
に
有
利
な
地
位
に
置
く
べ
き
で
は
な
い
。
訴
訟
外
で

の
警
告
は
、
権
利
状
況
明
確
化
と
紛
争
回
避
の
意
義
が
あ
り
、
営
業
上
の
保
護
権
の
領
域
に
お
け
る
法
生
活
の
、
不
可
欠
で
特
別
に
重
要
な
構

成
要
素
を
な
す
。
保
護
権
者
を
、
直
ち
に
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
は
八
二
三
条
一
項
の
賠
償
義
務
か
ら
免
れ
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
根
拠
の
な
い
優
遇
は
法
的
平
和
を
脅
か
し
、
営
業
上
の
権
利
保
護
の
領
域
に
お
け
る
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
法
的
不
安
定
性
を
も
た
ら
す
に

違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
警
告
は
、
通
常
は
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
差
止
訴
訟
の
可
能
性
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
意
味
と
効
果
を
有
す
る
。
こ

の
理
由
か
ら
も
、
警
告
が
違
法
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
訴
訟
が
適
法
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
判
例
二
】
Ｂ
Ｇ
Ｈ 

二
〇
〇
五
年
七
月
一
五
日
決
定

）
（10
（

［
事
案
］

　

水
道
の
湯
水
混
合
栓
と
付
属
品
を
製
造
・
販
売
す
る
Ｙ
は
、
混
合
水
栓
の
出
水
部
に
つ
い
て
立
体
商
標
を
有
し
て
い
た
。
Ｙ
は
、
水
栓
の
出

水
調
節
器
の
製
造
業
者
で
あ
る
Ｘ
に
対
し
て
、
商
標
権
侵
害
を
主
張
し
て
、
製
造
・
販
売
の
差
止
め
等
を
求
め
た
。
Ｘ
は
こ
れ
を
根
拠
が
な
い

と
し
て
拒
絶
し
、
特
許
商
標
庁
に
商
標
の
抹
消
を
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
は
、
Ｘ
に
よ
る
対
象
商
品
製
造
・
販
売
の
差
止
と
損
害
賠
償

義
務
の
確
認
等
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
そ
の
間
に
、
特
許
商
標
庁
は
Ｙ
の
商
標
を
抹
消
し
た
。
Ｙ
は
訴
え
を
取
り
下
げ
た
が
、
Ｘ
は

反
訴
を
提
起
し
て
、
抹
消
手
続
に
お
い
て
支
出
し
た
費
用
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
控
訴
裁
判
所
が
反
訴
を
棄
却
し
た
た
め
Ｘ
が
上
告
し
た
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
一
民
事
部
は
、
錯
誤
権
の
原
則
に
よ
れ
ば
保
護
権
警
告
は
不
当
で
あ
っ
て
も
原
則
と
し
て
違
法
で
は
な
く
、
従
来
の
判
例
を
維

持
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

）
（10
（

、
回
付
［V

orlage

］
を
行
っ
た

）
（10
（

。
し
か
し
、
大
法
廷
は
こ
れ
を
退
け
て
従
来
の
判
例
を
維
持
す
る
こ
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と
を
明
ら
か
に
し
た
。
判
決
は
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て
錯
誤
権
の
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
。

［
判
旨
］

（
ⅰ
）
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任
の
必
要
性
に
つ
い
て

　

自
分
の
権
利
を
主
張
す
る
保
護
権
者
の
利
益
と
、
既
存
の
権
利
の
外
側
で
自
由
に
行
為
す
る
競
争
の
利
益
と
は
、
ど
ち
ら
も
基
本
法
上
保

障
さ
れ
て
お
り
、
調
整
が
必
要
で
あ
る
。
保
護
権
者
が
、
自
分
に
帰
属
す
る
保
護
権
の
範
囲
外
の
保
護
を
請
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
か
つ
、

そ
の
保
護
範
囲
を
有
責
に
見
誤
っ
た
こ
と
か
ら
経
済
的
利
益
を
引
き
出
し
て
よ
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
競
業
者
に
生
じ
さ
せ
た
損
害
に
対
し
て

賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
も
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
調
整
は
も
は
や
有
効
に
担
保
さ
れ
て
い
な
い
。

　

と
り
わ
け
対
顧
客
警
告
の
場
合
に
は
、
顧
客
は
競
業
者
と
は
違
っ
て
保
護
権
者
と
交
渉
す
る
利
益
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
お
ら
ず
、
特
に
不

利
益
な
く
、
保
護
権
者
の
製
品
に
鞍
替
え
す
る
と
い
う
選
択
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
状
況
で
は
、
不
当
な
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任

の
制
度
が
な
け
れ
ば
、
被
警
告
者
が
深
刻
な
被
害
を
受
け
、
有
効
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

競
業
者
が
、
過
失
に
よ
り
営
業
上
の
保
護
権
の
保
護
領
域
を
実
際
よ
り
も
狭
く
考
え
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同

様
に
、
保
護
権
に
基
づ
く
警
告
者
は
、
自
分
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
保
護
を
過
失
に
よ
り
請
求
し
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
う
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
知
的
業
績
の
保
護
と
競
争
の
自
由
が
、
主
張
の
手
段
に
関
し
て
も
限
界
の
踰
越
に
対
す
る
責
任
に
関
し
て
も
、
同
等
に
取

り
扱
わ
れ
る
。
個
別
の
事
例
に
お
い
て
、
保
護
権
に
関
す
る
事
実
状
況
・
法
状
況
の
判
断
の
困
難
さ
は
、
当
事
者
双
方
に
存
在
す
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
共
同
過
責
の
抗
弁
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
う
る
。

（
ⅱ
）
錯
誤
権
の
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て

　

判
例
に
お
い
て
は
、
裁
判
上
の
手
続
の
相
手
方
に
対
す
る
違
法
性
阻
却
効
果
（
錯
誤
権
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
保
護
権
に
基

づ
く
不
当
な
司
法
手
続
上
の
請
求
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
原
則
が
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
不
当
な
保
護
権
警
告
に
対
す
る
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責
任
の
原
則
的
排
除
を
支
持
す
る
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
ま
た
、
対
顧
客
警
告
に
引
き
続
い
て
顧
客
に
対
す
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る

場
合
に
も
、
警
告
の
対
象
で
あ
る
競
業
者
に
は
手
続
保
障
が
与
え
ら
れ
な
い
た
め
、
錯
誤
権
の
原
則
は
妥
当
し
な
い
。

　

第
一
民
事
部
は
、
裁
判
上
の
権
利
保
護
請
求
へ
の
特
権
の
付
与
を
、
裁
判
外
ま
た
は
裁
判
前
の
警
告
に
ま
で
拡
張
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
が
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
必
要
性
は
、
警
告
の
場
合
に
訴
訟
の
場
合
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
い
。
裁
判

外
で
の
警
告
は
、
競
業
者
の
多
数
の
顧
客
に
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
総
体
的
に
小
さ
な
費
用
し
か
か
か
ら
な
い
た
め
、
実
務
上
し
ば
し
ば

行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
顧
客
に
同
時
に
裁
判
上
の
請
求
を
す
る
こ
と
は
、
相
当
な
金
銭
的
・
時
間
的
費
用
や
リ
ス

ク
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
か
つ
、
警
告
者
は
そ
の
顧
客
を
自
ら
の
顧
客
と
し
て
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
取
引
関
係
を
警
告
の

場
合
よ
り
も
は
る
か
に
持
続
的
に
妨
げ
て
し
ま
う
。
被
害
者
か
ら
不
法
行
為
法
上
の
保
護
を
奪
う
こ
と
は
、
知
的
財
産
権
と
自
由
競
争
と
の

間
の
適
切
か
つ
実
務
的
に
有
効
な
調
整
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
、
極
度
に
有
害
で
あ
る
。

（
ウ
）
判
例
に
お
け
る
不
当
な
保
護
権
警
告
と
そ
の
他
の
不
当
請
求
と
の
対
比

（
ａ
）
裁
判
外
で
の
不
当
な
保
護
権
警
告
と
裁
判
外
で
の
不
当
請
求

　

前
掲
の
二
つ
の
判
例
に
お
い
て
、
警
告
と
い
う
形
で
の
働
き
か
け
を
営
業
権
の
侵
害
と
み
る
こ
と
の
基
礎
に
あ
る
考
慮
は
、
過
失
に
よ
り
保

護
権
に
関
す
る
権
利
状
況
を
誤
判
断
す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
を
、
競
業
者
で
あ
る
警
告
者
と
そ
の
相
手
方
と
の
間
で
調
整
し
、
両
者
の
利
益
状
況

を
均
衡
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
保
護
権
に
関
す
る
権
利
状
況
の
判
断
は
両
当
事
者
に
よ
っ
て
困
難
で
あ
る
か
ら
、
過
失
に
よ
っ

て
誤
判
断
す
る
リ
ス
ク
の
分
配
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と
が
、
保
護
権
の
保
護
と
競
争
自
由
の
保
護
と
の
調
整
と
し
て
適
切
で
あ
る
。
警
告
者
は
、

警
告
が
正
当
で
あ
る
と
き
、
相
手
方
が
警
告
を
無
視
し
て
当
該
営
業
活
動
を
継
続
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
相
手
方
の
営
業
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
利
益
と
警
告
者
に
生
じ
た
損
害
と
の
対
応
関
係
の
立
証
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
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相
手
方
が
挙
げ
た
収
益
を
基
準
と
す
る
損
害
計
算
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
警
告
の
相
手
方
が
、
警
告
が
不
当
で
あ
る
の
に

そ
れ
に
従
っ
た
と
き
、
警
告
者
は
、
相
手
方
の
営
業
活
動
停
止
・
縮
小
に
よ
る
利
益
を
受
け
る
。
こ
こ
で
も
、
警
告
者
の
利
益
と
相
手
方
の
損

失
と
の
対
応
の
立
証
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
で
、
警
告
者
の
利
益
と
の
対
応
を
問
わ
ず
に
相
手
方
の
損
害
に

対
す
る
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

違
法
性
の
判
断
に
お
い
て
、
錯
誤
権
の
原
則
の
適
用
を
排
除
す
る
理
由
は
、
対
顧
客
警
告
の
事
例
で
は
、
相
手
方
の
手
続
保
障
の
欠
如
と
い

う
錯
誤
権
の
一
般
的
例
外
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
直
接
警
告
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
不
当
な
保
護
権
警
告
に
対
し
て
相
手
方
に
救

済
を
与
え
る
必
要
性
、
と
り
わ
け
差
止
請
求
権
を
与
え
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
当
事
者
双
方
の
判
断
の
困
難
さ
等
は
、

違
法
性
判
断
に
お
い
て
で
は
な
く
、
過
失
及
び
共
同
過
責
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
。

（
ｂ
）
裁
判
上
で
の
不
当
な
保
護
権
の
主
張
と
司
法
手
続
を
利
用
し
た
不
当
請
求
つ
い
て

　
【
判
例
一
】
は
、
警
告
者
側
が
警
告
に
対
応
す
る
差
止
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
錯
誤
権
の
原
則
と
対
比
し
つ
つ
、
訴
訟
外
の

警
告
と
同
様
に
扱
う
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
そ
の
理
由
の
う
ち
で
は
、
直
ち
に
訴
訟
提
起
す
る
者
を
警
告
者
よ
り
も
有
利
な
地
位
に
置
く
べ

き
で
な
い
と
い
う
点
が
決
定
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
の
優
遇
を
認
め
れ
ば
、
自
分
の
保
護
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
考
え
る
者

に
対
し
て
、
警
告
を
す
る
よ
り
も
単
に
訴
訟
を
提
起
す
る
よ
う
動
機
づ
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
警
告
が
果
た
す
有
意
義
な
機
能
を
考
慮
す
れ

ば
、
そ
れ
は
適
切
で
な
い
。【
判
例
一
】
の
後
の
判
例
に
は
、
保
護
権
警
告
に
引
き
続
い
て
警
告
者
が
差
止
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
の
第
一
審

で
警
告
者
が
勝
訴
し
た
後
に
、
初
め
て
相
手
方
が
警
告
に
従
い
、
そ
の
後
で
第
二
審
に
お
い
て
警
告
の
不
当
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
、

警
告
者
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
も
の
も
あ
っ
た

）
（（1
（

。
不
当
だ
と
考
え
た
警
告
に
い
っ
た
ん
従
わ
な
い
で
様
子
を
見
て
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ

た
後
や
、
第
一
審
で
敗
訴
し
た
後
に
な
っ
て
、
損
害
賠
償
の
リ
ス
ク
を
考
え
て
初
め
て
警
告
に
従
う
の
は
自
然
な
対
応
だ
か
ら
で
あ
る

）
（（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、【
判
例
二
】
は
、
保
護
権
に
基
づ
く
裁
判
上
の
主
張
に
錯
誤
権
の
原
則
に
よ
る
保
護
が
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め
た

）
（（0
（

。
学



論　説

468（法政研究 88－2－28）

説
は
、
こ
れ
を
従
来
の
判
例
を
変
更
し
た
も
の
と
受
け
止
め
た

）
（（0
（

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
不
当
な
保
護
権
警
告
に
引
き
続
い
て
裁
判
上
の
保
護

権
の
主
張
が
な
さ
れ
た
と
き
、
単
に
裁
判
外
で
警
告
が
行
わ
れ
て
い
た
時
点
で
生
じ
た
損
害
と
、
警
告
後
に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
後
に
生
じ

た
損
害
と
が
、
区
分
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
区
分
は
批
判
さ
れ
て
い
た
が

）
（（0
（

、
最
近
に
な
っ
て
判
例
は
、【
判
例
二
】
が

こ
の
点
で
従
来
の
判
例
を
変
更
し
た
も
の
で
は
な
く
、
警
告
と
結
合
し
た
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
と
き
、
相
手
方
は
訴
訟
提
起
前
の
損
害
も
提

起
後
の
損
害
も
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

）
（（0
（

。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
裁
判
外
の
保
護
権
警
告
に
引
き
続
い
て
訴
訟
上
で
不
当
な
保
護
権
が
主
張
さ
れ
る
と
き
は
、
既
に
訴
訟

提
起
前
か
ら
相
手
方
に
損
害
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
れ
、
訴
訟
提
起
後
に
初
め
て
生
じ
た
の
で
あ
れ
、
不
法
行
為
責
任
に
影
響
は
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
初
め
か
ら
訴
訟
上
で
の
み
不
当
な
保
護
権
の
主
張
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、【
判
例
二
】
は
錯
誤
権
の
原
則
が
妥
当
す
る

と
述
べ
て
い
る
が
、
傍
論
で
あ
る
。

（
ｃ
）
保
護
権
警
告
と
そ
の
他
の
不
当
請
求
と
の
差
異

　

こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
当
な
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任
の
規
律
は
、
権
利
侵
害
及
び
違
法
性
の
判
断
に
お
い
て
、
不
当
訴
訟
を

は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
不
当
請
求
の
事
例
と
異
な
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
金
銭
的
損
害
賠
償
の
内
容
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
差
は
外
見
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
裁
判
例
に
お
い
て
、
不
当
な
保
護
権
警
告

に
お
け
る
金
銭
的
損
害
賠
償
の
中
心
は
、
防
御
費
用
と
し
て
の
弁
護
士
費
用
の
賠
償
に
あ
る
。
確
か
に
、
訴
訟
外
の
不
当
請
求
の
事
例
で
は
、

こ
れ
は
一
般
生
活
危
険
の
実
現
で
あ
り
純
粋
財
産
損
害
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（（
二
）（
ア
）（
ｂ
））。
し
か
し
、
訴
訟
上
の
不
当
請
求

な
ど
、
防
御
費
用
に
つ
い
て
は
法
律
の
規
定
に
よ
り
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
保
護
権
警
告
と
の
差
異
は
実
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
大

き
い
わ
け
で
は
な
い
。
保
護
権
警
告
事
例
に
お
け
る
防
御
費
用
に
つ
い
て
訴
訟
等
の
場
合
に
近
い
扱
い
を
す
る
実
質
的
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、

防
御
を
実
質
的
に
強
い
ら
れ
る
程
度
が
高
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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最
大
の
違
い
は
、
営
業
損
失
が
金
銭
的
賠
償
の
対
象
と
な
る
か
否
か
に
あ
る
。
営
業
損
失
は
そ
の
他
の
不
当
請
求
の
事
例
で
は
営
業
関
連
性

が
な
い
た
め
に
営
業
権
侵
害
と
し
て
構
成
で
き
な
か
っ
た
が
、
不
当
な
保
護
権
警
告
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
一
般
論
と
し
て
は
、
逸
失
利

益
と
し
て
損
害
賠
償
の
対
象
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
不
当
な
保
護
権
警
告
の
事
例
の
特
性
と
し
て
、
警
告
に
よ
る
請
求
が
ま
さ
に
営
業
活
動
の

停
止
・
縮
小
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
る
損
害
は
、
請
求
内
の
損
害
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
当
請
求
の

そ
の
他
の
事
例
で
は
、
営
業
損
失
は
請
求
内
の
損
害
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
何
ら
か
の
理
由
で
周
知
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
取
引
上
の

信
用
低
下
の
結
果
生
じ
る
付
随
的
損
害
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
不
当
請
求
の
他
の
事
例
に
お
い
て
も
一
般
的
に
、
請
求
内
の
損
害
に
つ
い
て
は
、

法
律
構
成
は
と
も
か
く
責
任
を
認
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
、
営
業
損
失
に
対
す
る
取
り
扱
い
の
差
異
は
、
こ
の
点
か
ら
説
明
さ
れ
う
る
。

　

ま
た
、
不
当
請
求
の
他
の
事
例
で
も
、
請
求
者
自
ら
が
、
相
手
方
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
を
申
立
て
た
な
ど
の
手
続
利
用
の
事
実
を
流

布
す
る
場
合
に
は
、
不
当
な
請
求
や
手
続
利
用
そ
れ
自
体
で
は
な
く
ま
さ
に
そ
の
流
布
行
為
が
信
用
の
低
下
と
い
う
営
業
侵
害
の
結
果
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
判
例
も
、
こ
の
流
布
行
為
を
営
業
関
連
性
を
有
す
る
営
業
権
侵
害
だ
と
解
し
た

）
（（0
（

。
保
護
権
警
告
事
例
の
う
ち
対
顧
客

警
告
の
事
例
は
、
ま
さ
に
流
布
行
為
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
る
の
で
、
対
顧
客
警
告
に
関
し
て
は
、
こ
の
点
か
ら
も
、
営
業
損
失
が
損

害
賠
償
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５ 

）
他
の
目
的
と
し
て
、
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
相
手
方
が
直
ち
に
請
求
を
認
諾
し
た
場
合
に
は
訴
訟
費
用
を
原
告
が
負
担
す
る
と
い
う
規

律
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
九
三
条
）
の
適
用
を
避
け
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
警
告
の
時
点
か
ら
相
手
方
の
侵
害
行
為
の
有
責
性
を
基
礎
づ
け
て

（BGH
 N

JW
 1966, 1560

）、
後
の
権
利
侵
害
訴
訟
を
有
利
に
す
る
こ
と
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
（M

arc Zim
m

erm
an, D

ie unberechtigte 
Schutzrechtsverw

arnung, 2008, S. 30ff.

）。

（
６ 

）
そ
れ
ゆ
え
、
警
告
が
正
当
で
あ
っ
た
場
合
の
警
告
費
用
に
つ
い
て
、
事
務
管
理
（
六
八
三
条
）
に
基
づ
い
て
侵
害
者
に
償
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
が
あ
る
（BGH

Z 52, 393, 399f.

）。
警
告
が
不
当
で
あ
っ
た
と
き
、
相
手
方
が
そ
の
警
告
は
不
当
で
あ
る
旨
を
告
げ
な
か
っ
た
た
め
に
警
告
が
続

行
さ
れ
た
場
合
も
含
め
て
、
費
用
は
警
告
者
自
身
が
負
担
す
る
（BGH

 N
JW

 1995, 715

）。

（
７ 

）
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
一
項　

故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
他
人
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
所
有
権
ま
た
は
そ
の
他
の
権
利
を
違
法
に
侵
害
し
た

者
は
、
そ
の
他
人
に
対
し
て
、
そ
の
侵
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
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（
８ 

）K
arl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. II, 

一
二. A

ufl., 1981, S. 603f.

（
９ 

）
営
業
権
一
般
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
法
状
況
の
紹
介
と
し
て
、
錦
織
成
史
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
営
業
保
護
の
法
発
展
―
―
判
例
に
見
る
民
事
不
法
二
元
論

の
一
局
面
―
―
（
上
）・（
下
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
二
号
（
一
九
七
七
年
）
二
頁
以
下
、
三
五
三
号
（
一
九
七
七
年
）
一
一
頁
以
下
、
和
田
真
一
「
ド

イ
ツ
の
不
法
行
為
法
に
お
け
る
権
利
論
の
発
展
（
一
）・（
二
）・（
三
・
完
）」
立
命
館
法
学
二
〇
四
号
（
一
九
八
九
年
）
四
六
頁
以
下
、
二
〇
七
号
五
九

三
頁
以
下
、
二
〇
八
号
七
一
九
頁
以
下
、
中
村
哲
也
「『
営
業
利
益
』
と
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
―
―
営
業
権
概
念
と
社
会
生
活
上
の
義
務
論
を
め
ぐ
っ
て
」

新
潟
大
学
法
政
理
論
二
四
巻
（
一
九
九
一
年
）
二
号
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
10 

）
比
較
的
最
近
の
ド
イ
ツ
法
の
保
護
権
警
告
に
つ
い
て
日
本
で
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
土
肥
一
史
「
取
引
先
に
対
す
る
権
利
侵
害
警
告
と
不
正
競
争

防
止
法
」
相
澤
英
孝
、
小
泉
直
樹
、
大
渕
哲
也
、
田
村
善
之
編
『
知
的
財
産
法
の
理
論
と
現
代
的
課
題
―
―
中
山
信
弘
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』（
弘
文
堂
、

二
〇
〇
五
年
）
四
四
六
頁
以
下
が
あ
る
。
た
だ
し
、
土
肥
が
そ
の
結
論
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
大
法
廷
決
定
で
従
来
の
「
判
例
理
論
を
変
更
」

し
た
と
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
駒
田
泰
土
「
理
由
の
な
い
特
許
権
侵
害
警
告
と
不
正
競
争
防
止
法
―
―
権
利
行
使
の″
真
正
さ
〟

を
論
じ
る
必
要
は
あ
る
か
―
―
」
特
許
研
究
六
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
九
頁
注
一
四
も
参
照
。

（
11
）
拙
稿
「
営
業
の
間
接
的
侵
害
に
よ
る
責
任
（
二
）・（
三
）」
法
学
論
叢
一
八
七
巻
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
七
一
頁
以
下
、
一
八
八
巻
三
号
六
六
頁
以
下
。

（
12 

）
営
業
関
連
性
と
い
う
表
現
は
、BGH

Z 29, 65, 74

以
後
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

（
13 

）BGH
Z 45, 296, 307; M

ünchener K
om

m
entar zum

 Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 6, 7 A
ufl., 2017, 

§823 Rn. 324f. 

［Gerhard 
W

agner

］.

（
14 

）BGH
Z 8, 387, 394.

（
15 

）
こ
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
11
）
を
参
照
。

（
16 

）
既
に
普
通
法
下
で
も
、
類
似
の
事
案
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
不
法
行
為
法
の
原
型
で
あ
る
ア
ク
ィ
リ
ア
訴
権
が
認
め
ら
れ
た
例
が
あ
る
（RGZ 22, 

208

）。

（
17 

）H
ans Stoll, U

nrechtstypen bei V
erletzung absoluter Rechte, A

cP 162, 203ff.

（
18 

）Ernst von Caem
m

erer, W
andlungen des D

eliktsrechts, in : H
undert Jahre deutsches Rechtsleben. Festschrift zum

 
H

undertjährigen Bestehen des D
eutschen Juristentages 1860-1960, Bd. II, 1960, S. 89.

（
19 

）
こ
の
用
語
は
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
に
始
ま
る
（W

olfgang Fikentscher, D
as Schuldrecht, 1965, S. 562

）。

（
20 

）Caem
m

erer, a.a.O
. （18

）, S. 96ff.

（
21 

）RGZ 73, 107, 112.

（
22 

）
以
上
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
11
）（
二
）
に
お
い
て
も
述
べ
た
。
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（
23 

）RGZ 58, 24, 30; RGZ 73, 107, 111.

（
24 

）BGH
Z 3, 270, 279f.

（
25 
）BGH

Z 164, 1

（
後
述
の
【
判
例
二
】）, 3.

（
26 
）BGH

Z 208, 119, 125.

（
27 

）
そ
れ
ゆ
え
、
特
許
権
等
の
保
護
権
そ
れ
自
体
は
、
八
二
三
条
一
項
に
い
う
「
そ
の
他
の
権
利
」
と
し
て
絶
対
権
に
準
じ
る
保
護
を
受
け
る
。

（
28 

）RGZ 58, 24, 30; RGZ 73, 107, 111.

（
29 

）BGH
Z 45, 296, 307.

（
30 

）RGZ 163 21, 32; BGH
Z 36, 252, 257.

（
31 

）BA
GE 25, 226.

（
32 

）BGH
Z 45, 296.

（
33 

）Rolf Sack, D
as Recht am

 Gew
erbebetrieb, 2006, S. 311.

（
34 
）BGH

 GRU
R 1979, 332, 336. 

以
上
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
11
）（
三
）
も
参
照
。

（
35 

）RGZ 58, 24. 

同
判
決
の
詳
し
い
紹
介
と
し
て
、
錦
織
・
前
掲
注
（
９
）
判
タ
三
五
二
号
一
三
頁
以
下
。
同
様
の
論
拠
はBGH

Z 164, 1, 3

で
も
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
比
較
的
詳
細
な
批
判
と
し
て
、T

obias Jourdan, U
nbegründete A

bm
ahnungen aus Schutzrechten, 2008, S. 174ff.

（
36 
）BGH

Z 38, 200

（
後
述
の
【
判
例
一
】）, 206.

（
37 

）BGH
 GRU

R 2006, 432.

（
38 

）BGH
 GRU

R 2018, 832.

（
39 
）BGH

 N
JW

 1963, 531, 534f.

（BGH
Z 38, 200

に
未
収
録
の
部
分
）。

（
40 

）
保
護
権
警
告
事
例
に
関
す
る
判
例
の
近
年
の
分
析
と
し
て
、Christoph Radem

acher, D
ie gerichtliche D

urchsetzung von Patent- und 
M

arkenrechten in D
eutschland, Japan und den U

SA
, 2010, S. 112f.

（
41 

）BGH
 GRU

R 2006, 432.

（
42 

）BGH
 N

JW
 1963, 531, 534.

（
43 

）BGH
 GRU

R 1979, 332; BGH
Z 164, 1; BGH

 GRU
R 2018, 832. 

通
説
も
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
と
い
え
る（M

ünchener/W
agner, a.a.O

. （13

）, 
Rn. 333

）。BGH
Z 62, 29

は
、
直
接
警
告
と
同
時
に
対
顧
客
警
告
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
過
責
判
断
の
際
に
考
慮
の
外
に
置
く
が
、
そ
れ
は
こ
の
事
件

に
お
け
る
損
害
（
製
造
停
止
）
が
、
被
害
者
が
対
顧
客
警
告
を
認
識
す
る
前
に
な
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

（
44 

）
ド
イ
ツ
民
法
八
二
六
条　

良
俗
に
反
す
る
方
法
で
故
意
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
者
は
、
そ
の
他
人
に
対
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
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（
45 

）Rolf Sack, U
nbegründete Schutzrechtsverw

arnungen, 2006, S. 37f.

（
46 

）
例
え
ば
、K

arl Larenz/Claus-W
ilhelm

 Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. 2/II, 13 A
ufl., 1994, S. 539.

（
47 
）Sack, a. a. O

.

（45

）, S. 153. 
（
48 
）O

GH
 Ö

Bl 1977, 11; 2000, 35.

（
49 

）BGH
 GRU

R 1979, 332.

（
50 

）BGH
Z 208, 119. 

弁
護
士
の
過
失
に
よ
り
不
当
な
強
制
執
行
が
な
さ
れ
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
（BGH

Z 74, 9

）。

（
51 

）
近
時
の
例
と
し
て
、LG H

am
burg, U

rteil vom
 16. Januar 2020 – 327 O

 128/19 –, juris; LG H
am

burg, U
rteil vom

 24. M
ai 2018 – 327 

O
 363/17 –, juris; LG H

am
burg, U

rteil vom
 24. M

ai 2018 – 327 O
 364/17 –, juris

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
複
数
の
事
件
で
、
例
え

ば1822.96

ユ
ー
ロ
の
よ
う
な
特
定
の
金
額
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
は
、
訴
額
に
応
じ
た
法
定
（
弁
護
士
報
酬
法
（
Ｒ
Ｖ
Ｇ
）
一
三
条
）
の
弁
護
士
報

酬
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
52 

）BGH
Z 164, 1

な
ど
。

（
53 

）BGH
 N

JW
 1963, 531, 534; BGH

Z 165, 311, 315.

（
54 

）
近
年
の
例
と
し
て
、LG Frankfurt, U
rteil vom

 24. A
ugust 2016 – 2-06 O

 426/15 –, juris. 

ま
た
、
認
容
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
請
求
は
し
て

い
る
例
と
し
て
、Brandenburgisches O

berlandesgericht, U
rteil vom

 17. Februar 2009 – 6 U
 10/07 –, juris.

（
55 

）BGH
 N

JW
 2020, 332.

（
56 

）RG GRU
R 1936, 100.

（
57 

）
判
例
と
は
異
な
り
、
不
当
請
求
の
そ
の
他
の
事
例
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任
を
限
定
す
る
見
解
と
し
て
、Zim

m
erm

an, a. 
a. O

. 

（5

）, S. 264f., 293f., 432. 

反
対
に
、
不
当
請
求
の
そ
の
他
の
事
例
に
つ
い
て
、
保
護
権
警
告
と
の
対
比
か
ら
責
任
を
拡
大
す
る
方
向
を
主
張
す

る
も
の
と
し
て
、Fritz Bauer, A

nm
erkung zum

 BGH
 U

. 3. 10. 1961, JZ 1962, 95ff.; K
laus H

opt, Schadensersatz aus unberechtigter 
V

erfahrenseinleitung, 1968, 

特
にS. 192ff.

（
58 

）
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
保
護
権
警
告
に
よ
る
責
任
に
よ
る
損
害
の
こ
の
よ
う
な
区
別
に
着
目
す
る
も
の
と
し
て
、Zim

m
erm

an, a. a. O
. （5

）.

（
59 

）BGH
 N

JW
 2008, 1147

（
瑕
疵
排
除
請
求
権
）.

（
60 

）BGH
 N

JW
 2007, 1458

（
貸
金
債
権
）.

（
61 

）BGH
Z 38, 200, 204.

（
62 

）BGH
 N

JW
 2007, 1458.

（
63 

）BGH
 N

JW
 2008, 1147, 1148.

（法政研究 88－2－32）
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（
64 

）BGH
 N

JW
 2008, 1147.

（
65 

）BGH
 N

JW
 2007, 1458, 1459.

（
66 
）BGH

 N
JW

 2007, 1458, 1459.
（
67 
）
ド
イ
ツ
民
訴
法
九
三
条
一
項
一
文　

敗
訴
し
た
当
事
者
は
、
訴
訟
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
相
手
方
に
生
じ
た
費
用
を
、
そ

の
費
用
が
目
的
適
合
的
な
権
利
追
求
［Rechtsverfolgung

］
ま
た
は
権
利
防
御
［Rechtsverteidigung

］
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
限
り
で
、
償

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 

二
項
一
文　

勝
訴
し
た
当
事
者
の
弁
護
士
の
、
法
律
上
の
料
金
［Gebühren

］
と
立
替
払
金
［A

uslagen

］
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
続
に
お
い
て
償
還

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
手
続
裁
判
所
［Prozessgericht

］
の
区
域
で
開
業
し
て
お
ら
ず
手
続
裁
判
所
の
場
所
に
居
住
し
て
も
い
な
い
弁
護
士
の
旅
費

は
、
目
的
適
合
的
な
権
利
追
求
ま
た
は
権
利
防
御
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
限
り
で
の
み
、
償
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
68 

）BGH
 N

JW
 2007, 1458, 1459.

（
69 

）BGH
 N

JW
 2007, 1458. 

学
説
上
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
類
す
る
請
求
上
の
過
失
［culpa in petendo

］
を
主
張
し

て
い
た
も
の
と
し
て
、M

artin Lipp, Ersatansprüche zw
ischen Ehegatten w

egen vorprozessualer A
ufw

endungen- BGH
 N

JW
 1988, 

2032, Jus 1990, 790ff. 

（
70 

）
誤
っ
た
裁
判
が
な
さ
れ
た
理
由
が
相
手
方
の
情
報
提
供
義
務
違
反
で
あ
っ
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
そ
の
誤
情
報
の
提
供
か
ら
敗
訴
と
は
別
に
独
立
の

損
害
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
（BGH

 N
JW

 1993, 3024

）。

（
71 

）
例
え
ば
、
後
掲
注
（
74
）
のBGH

Z 20, 169
な
ど
は
こ
れ
に
近
い
と
い
え
る
。
学
説
が
不
当
訴
訟
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
き
に
も
こ
の
判
例
が
挙
げ

ら
れ
る
。

（
72 

）
契
約
当
事
者
間
で
の
不
当
訴
訟
の
事
例
で
は
契
約
上
の
損
害
賠
償
責
任
と
い
う
構
成
も
問
題
と
な
り
う
る
が
、
判
例
は
や
は
り
こ
れ
も
原
則
と
し
て

否
定
し
て
い
る
（BGH

Z 20, 169; BGH
 N

JW
 1980, 189

）。
た
だ
し
、
一
般
的
に
不
当
訴
訟
が
有
責
な
契
約
違
反
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
退
け
た
も

の
で
あ
り
、
具
体
的
な
請
求
が
具
体
的
な
契
約
条
項
に
違
反
す
る
場
合
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

（
73 

）BGH
 LM

 N
r. 4 zu 823

（D
a

）; BGH
Z 36, 18. 

（
74 

）BGH
Z 20, 169, 171.

　

 

事
案
は
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
簡
略
化
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
に
、
Ｙ
が
Ｘ
に
土
地
を
売
却
し
た
。
契
約
費
用
は
Ｘ
が
負
担
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
の
価
格
統
制
下
で
必
要
と
な
っ
た
各
種
手
続
を
、
Ｙ
の
親
類
に
当
た
る
弁
護
士
Ｓ
が
行
っ
た
。
①
Ｙ
は
、
Ｘ
に
対
し
て
、

Ｓ
へ
の
弁
護
士
料
金
な
ど
五
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
（
第
一
訴
訟
）。
一
九
四
一
年
に
、
公
定
料
金
に
あ
た
る
五

八
マ
ル
ク
の
み
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
。
Ｘ
は
相
殺
に
よ
っ
て
こ
れ
を
弁
済
し
た
が
、
Ｙ
は
土
地
の
所
有
権
移
転
を
拒
絶
し
た
。
②
Ｙ
は
、

（88－2－33）
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Ｘ
に
対
し
て
、
第
一
訴
訟
の
判
決
は
不
正
に
取
得
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
、
五
六
七
マ
ル
ク
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
（
第
二
訴
訟
）。
一

九
四
六
年
に
、
請
求
棄
却
判
決
が
確
定
し
た
。
③
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
土
地
所
有
権
移
転
な
ど
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
、
一
九
四
七
年
に
請
求
認

容
判
決
が
確
定
し
た
（
第
三
訴
訟
）。
④
Ｙ
は
、
Ｘ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
第
三
訴
訟
判
決
に
基
づ
く
権
利
を
有
し
な
い
こ
と
、
Ｓ
へ
の
料
金
支
払
い
を
履
行

し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
の
確
認
な
ど
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
（
第
四
訴
訟
）。
一
九
五
一
年
に
、
請
求
棄
却

判
決
が
確
定
し
た
。
⑤
一
九
五
二
年
に
な
っ
て
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
Ｙ
が
所
有
権
移
転
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
建
築
計
画
が
実
行

で
き
ず
、
そ
の
間
に
建
設
費
用
が
高
騰
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
（
本
訴
、
第
五
訴
訟
）。
本
訴
で
は
、
Ｙ
の
行

為
が
建
築
計
画
遅
延
の
原
因
と
な
っ
た
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
何
度
も
訴
訟
を
提
起
し
た
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
が
検
討
さ
れ
た
。

（
75 

）Soergel K
om

m
entar Bd. 5/2, 12. A

ufl., 1998, 

§823 Rn. 118f. ［A
lbrecht Zeuner

］.

（
76 

）RGZ 61, 359; 126, 239.

（
77 

）BGH
 N

JW
 1998, 2818

（
結
論
は
否
定
）.

（
78 

）
良
俗
違
反
の
無
効
な
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
と
誤
信
し
た
債
権
の
訴
求
も
、
そ
れ
自
体
良
俗
違
反
行
為
の
継
続
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
八
二
六
条

の
不
法
行
為
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
（RG JW

 1932, 938

（
暴
利
的
行
為
））。

（
79 

）RGZ 155, 57.

（
80 

）BGH
 N

JW
 1951, 759.

（
81 

）
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
前
訴
に
お
い
て
主
張
さ
れ
排
斥
さ
れ
た
の
と
同
じ
事
実
主
張
、
証
拠
方
法
、
権
利
主
張
を
も
う
一
度
主
張
す
る
だ
け

で
は
足
り
な
い
（BGH

 N
JW

 1951, 759

）。

（
82 

）
こ
の
要
件
は
か
な
り
緩
や
か
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
相
手
方
が
（
八
二
六
条
に
基
づ
く
請
求
と
し
て
）
強
制
執
行
の
不
許
を
求
め
る
裁
判
を

起
こ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
不
当
性
の
認
識
を
得
た
の
で
も
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
（BGH

Z 101, 380, 385

）。

（
83 

）
督
促
手
続
に
お
い
て
は
、
実
体
法
上
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
な
く
既
判
力
の
あ
る
債
務
名
義
を
得
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
六
九
二

条
一
項
二
文
、
同
六
九
九
条
）、
金
融
業
者
が
消
費
者
の
防
御
の
不
適
切
さ
に
乗
じ
て
、
暴
利
的
な
信
用
供
与
契
約
に
つ
い
て
、
督
促
手
続
を
利
用
し
て

債
務
名
義
を
取
得
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（BGH

Z 101, 380; BGH
Z 112, 54. 

否
定
例
と
し
て
、BGH

 N
JW

 2005, 2991

）。
た
だ
し
現
在

で
は
、
利
息
が
高
額
で
あ
る
場
合
に
は
督
促
手
続
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
六
八
八
条
二
項
一
文
）。

（
84 

）
既
判
力
の
覆
滅
は
督
促
事
例
に
限
ら
れ
る
と
述
べ
る
判
例
と
し
て
、BGH

 N
JW

 1998, 2818, 2819; BGH
 N

JW
 1999, 1257, 1258.

（
85 

）
ド
イ
ツ
民
訴
法
七
一
七
条
二
項
一
文

　

 

仮
執
行
宣
言
の
付
さ
れ
た
判
決
が
取
り
消
さ
れ
ま
た
は
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
原
告
は
、
被
告
に
当
該
判
決
の
執
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
、
ま
た
は

（法政研究 88－2－34）
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当
該
強
制
執
行
の
阻
止
の
た
め
に
行
わ
れ
た
給
付
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

（
86 

）
ド
イ
ツ
民
訴
法
九
四
五
条

　
 

仮
差
押
え
ま
た
は
仮
処
分
の
請
求
が
当
初
か
ら
不
当
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
き
、
ま
た
は
命
じ
ら
れ
た
処
分
が
九
二
六
条
二
項
も
し
く
は
九
四

二
条
三
項
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
を
取
得
し
た
当
事
者
は
、
相
手
方
に
対
し
て
、
命
じ
ら
れ
た
処
分
の
実
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
、

ま
た
は
そ
の
実
行
を
回
避
し
も
し
く
は
処
分
の
取
消
し
を
得
る
た
め
に
担
保
を
供
与
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
、
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

（
87 

）
例
え
ば
、BGH

Z 30, 123.

（
88 

）BGH
Z 30, 123, 129; 95, 10, 13. 

か
つ
て
の
判
例
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
過
失
責
任
の
例
外
で
あ
る
と
し
て
類
推
適
用
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
（RG 

JW
 1906, 89

）。

（
89 

）BGH
Z 54, 76, 80f.

（
90 

）BGH
Z 30, 123.

（
91 

）BGH
Z 62, 7, 9.

（
92 

）BGH
Z 95, 18. 

こ
の
判
決
は
、
そ
の
こ
と
と
の
均
衡
か
ら
、
強
制
執
行
の
一
時
的
な
停
止
（
民
訴
法
七
七
一
条
三
項
）
に
つ
い
て
も
、
無
過
失
責
任

の
規
定
の
類
推
適
用
を
認
め
な
い
。
強
制
執
行
の
一
時
停
止
は
や
は
り
仮
の
裁
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
債
務
者
財
産
に
属
し
な
い
対
象
に
強
制
執
行
を

す
る
執
行
債
権
者
は
過
失
責
任
し
か
負
わ
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
執
行
の
対
象
が
自
己
に
属
す
る
と
主
張
す
る
者
に
、
よ
り
厳
格
な
責
任
を
課
す

べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
。

（
93 

）BGH
Z 20, 169. 

前
掲
注
（
74
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
度
重
な
る
訴
訟
に
よ
っ
て
所
有
権
移
転
が
長
引
か
さ
れ
、
建
築
計
画
が
遅

れ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
で
あ
っ
た
。

（
94 

）BGH
Z 36, 18, 20f. 

事
案
は
、
債
務
者
と
債
権
者
の
間
で
債
務
の
金
額
に
つ
い
て
争
い
が
あ
り
、
債
権
者
側
が
、
支
払
い
を
督
促
す
る
手
段
と
し
て
、

債
務
者
に
資
力
が
あ
る
こ
と
を
知
り
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
債
務
者
の
破
産
手
続
を
申
立
て
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
債
務
者
は
、
手
続
の
続
行
に

よ
り
取
引
上
の
信
用
が
低
下
す
る
な
ど
の
不
利
益
を
お
そ
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
債
権
者
の
主
張
し
た
通
り
の
金
額
を
支
払
っ
た
の
で
、
債
権
者
は
申
し
立

て
を
取
り
下
げ
た
。
そ
の
後
に
、
こ
の
破
産
手
続
の
審
理
が
周
知
の
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
営
業
上
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
債
務
者
が
損
害

賠
償
を
請
求
し
た
の
が
本
訴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
付
随
的
損
害
と
し
て
の
営
業
損
害
で
あ
っ
た
。

（
95 

）BGH
Z 74, 9. 

事
案
は
、
前
訴
で
Ｘ
に
勝
訴
し
て
債
務
名
義
を
取
得
し
た
Ａ
が
、
代
理
人
Ｙ
に
よ
り
Ｘ
に
対
す
る
強
制
執
行
手
続
を
開
始
し
、
そ
の

後
、
Ｘ
が
任
意
に
Ａ
に
そ
の
金
額
を
支
払
っ
た
が
、
Ｙ
の
事
務
員
の
過
誤
に
よ
っ
て
そ
の
支
払
い
が
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
Ｙ
は
Ｘ
に
対
す
る
強
制
執
行
手
続
を
続
行
し
、
開
示
宣
誓
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
八
〇
七
条
）
の
申
し
立
て
を
行
い
、
こ
れ
を
受
け
た
区
裁
判
所
は
、

Ｘ
を
債
務
者
名
簿
［Schuldnerverzeichnis

］
に
登
録
し
た
。
後
で
事
情
が
明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
Ｙ
は
強
制
執
行
申
立
て
を
取
り
下
げ
た
が
、
Ｘ
は
、

（88－2－35）
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債
務
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
保
険
代
理
人
と
し
て
の
自
己
の
営
業
に
損
失
を
被
り
、
ま
た
興
奮
に
よ
っ
て
健
康
を
害
さ
れ
た
。
こ
の
損

害
賠
償
を
請
求
し
た
の
が
本
訴
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
付
随
的
損
害
の
う
ち
営
業
損
害
と
健
康
損
害
で
あ
っ
た
。

（
96 
）BGH

Z 36, 18, 21.
（
97 
）BGH

Z 36, 18, 21.

（
98 

）BGH
Z 74, 9, 15. 

健
康
侵
害
の
違
法
性
は
、
例
え
ば
債
務
者
が
健
康
上
の
危
機
的
状
態
に
あ
り
、
請
求
に
よ
っ
て
非
常
に
重
大
な
損
害
を
受
け
る
お

そ
れ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
債
権
者
が
積
極
的
に
認
識
し
て
い
る
と
き
は
、
信
義
則
に
よ
る
限
界
に
よ
っ
て
、
肯
定
さ
れ
う
る
と
い
う
。

（
99 

）BGH
Z 74, 9, 15.

（
100 

）
真
実
の
流
布
で
あ
る
た
め
、
信
用
毀
損
（
八
二
四
条
）
は
成
立
し
な
い
。
破
産
手
続
開
始
申
立
て
の
事
実
の
流
布
が
利
益
衡
量
（
第
一
節
（
三
）
参
照
）

に
よ
り
違
法
で
あ
る
と
き
、
営
業
権
侵
害
に
よ
る
責
任
が
成
立
す
る
。

（
101 

）BGH
Z 74, 9, 16.

（
102 

）BGH
Z 55, 20

（
所
有
権
留
保
）; BGH

Z 118, 201

（
譲
渡
担
保
）. 

（
103 

）BGH
Z 118, 201, 207.

（
104 

）
結
論
と
し
て
は
、
債
務
者
の
健
康
侵
害
に
つ
い
て
さ
ら
に
審
議
す
る
た
め
差
し
戻
さ
れ
て
い
る
。

（
105 

）BGH
Z 38, 200.

（
106 

）RGZ 70, 249, 251. 

当
時
の
判
例
は
準
事
務
管
理
（
六
八
七
条
二
項
）
に
よ
っ
て
こ
れ
を
認
め
て
い
た
。
な
お
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
特
許
権
侵

害
に
関
す
る
現
行
ド
イ
ツ
特
許
法
一
三
九
条
二
項
二
文
「
損
害
賠
償
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
侵
害
者
が
権
利
の
侵
害
か
ら
に
よ
っ
て
獲
得
し

た
収
益
も
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
参
照
。

（
107 

）BGH
Z 164, 1.

（
108 

）
学
説
上
も
、
と
り
わ
け
二
〇
〇
四
年
の
Ｕ
Ｗ
Ｇ
改
正
後
は
、
故
意
の
良
俗
違
反
の
加
害
に
よ
る
責
任
（
八
二
六
条
）
と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ 

三
条
（
二
〇
〇
四

年
改
正
前
一
条
）
の
一
般
条
項
に
よ
っ
て
、
保
護
権
警
告
事
例
に
お
け
る
営
業
主
体
の
保
護
は
十
分
に
図
ら
れ
る
、
と
い
う
見
解
も
強
く
主
張
さ
れ
て

お
り
、
第
一
民
事
部
の
見
解
を
支
持
す
る
立
場
も
有
力
で
あ
っ
た
（Claus-W

ilhelm
 Canaris, Grundstrukturen des deutschen D

eliktsrechts, 
V

ersR 2005, 577, 582f.

）。

（
109 

）
裁
判
所
構
成
法
（
Ｇ
Ｖ
Ｇ
）
一
三
二
条
四
項

　

 　

裁
判
に
当
た
る
べ
き
小
法
廷
は
、
小
法
廷
自
身
の
見
解
に
よ
れ
ば
法
の
継
続
形
成
の
た
め
ま
た
は
統
一
的
判
例
の
確
保
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
き

は
、
原
則
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
問
題
を
、
判
断
の
た
め
に
大
法
廷
に
回
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
110 

）BGH
 N

JW
 1996, 397.

（法政研究 88－2－36）
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（
111 

）BGH
 N

JW
 1996, 397, 399.

（
112 

）
た
だ
し
、【
判
例
二
】
に
お
い
て
実
際
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
裁
判
上
の
主
張
の
前
に
生
じ
た
相
手
方
の
防
御
費
用
で
あ
っ
た
た
め
、
裁
判
上
の

主
張
に
よ
っ
て
相
手
方
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
判
示
は
ま
だ
傍
論
で
あ
っ
た
。

（
113 
）M

ünchener/W
agner a.a.O

. （13

） Rn. 329. 

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
支
持
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
判
決
と
し
て
、BGH

 GRU
R 2006, 432.

（
114 

）M
ünchener/W

agner a.a.O
. （13

） Rn. 334.

（
115 

）BGH
 GRU

R 2018, 832. 

（
116 

）BGH
Z 36, 18, 23.

第
二
章　

侵
害
警
告
に
お
け
る
信
用
損
害
に
関
す
る
日
本
の
裁
判
例

第
一
節　

問
題
の
所
在

（
一
）
侵
害
警
告
の
意
義

　

日
本
法
に
お
い
て
も
、
侵
害
警
告
が
用
い
ら
れ
る
最
大
の
理
由
は
、
訴
訟
手
続
の
時
間
的
・
金
銭
的
な
負
担
を
回
避
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

当
事
者
双
方
が
あ
く
ま
で
争
う
場
合
に
は
こ
う
し
た
負
担
も
や
む
を
得
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
訴
訟
外
で
の
交
渉
に
よ
っ
て
、

金
銭
的
・
時
間
的
な
負
担
を
避
け
つ
つ
、
紛
争
を
互
い
に
妥
協
可
能
な
形
で
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
合
理
的
な
当
事
者

で
あ
れ
ば
、
訴
訟
に
至
る
前
に
ま
ず
は
訴
訟
外
で
の
交
渉
に
よ
る
妥
結
を
図
る
。
そ
の
典
型
的
な
方
法
が
侵
害
警
告
で
あ
る
。

　

相
手
方
が
こ
の
警
告
に
終
局
的
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
紛
争
は
終
了
す
る
。
ま
た
、
相
手
方
が
警
告
に
直
ち
に
は
従
わ
な
い
と
し
て
も
、

ひ
と
ま
ず
交
渉
に
入
る
こ
と
に
応
じ
た
と
き
は
、
訴
訟
に
至
る
前
に
問
題
を
解
決
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
る
。
こ
の
手
段
が
奏
功
せ
ず
、
か

（88－2－37）
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つ
、
両
当
事
者
が
、
自
己
の
主
張
を
諦
め
る
よ
り
も
民
事
訴
訟
の
負
担
を
受
け
る
こ
と
を
選
択
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
紛
争
が
終
結
せ
ず

民
事
訴
訟
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
侵
害
警
告
は
営
業
上
の
権
利
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

（
二
）
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
調
査

　

筆
者
は
、
上
場
企
業
を
対
象
と
し
た
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
を
末
尾
に
示
す

）
（（0
（

。
研
究
の
初
期
段
階
で
行
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
設
問
が
必
ず
し
も
適
切
で
な
か
っ
た
点
は
あ
る
が

）
（（0
（

、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
う
る
。

　

ま
ず
、
侵
害
警
告
は
営
業
上
の
保
護
権
の
確
保
の
た
め
に
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
実
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
警
告
を
し
た

経
験
・
さ
れ
た
経
験
の
あ
る
企
業
は
、
と
も
に
、
得
ら
れ
た
回
答
の
う
ち
半
数
近
く
に
上
っ
た

）
（（0
（

。
た
だ
し
、
こ
の
回
答
に
は
偏
り
が
あ
り
、

多
く
の
場
合
、
警
告
を
さ
れ
た
経
験
の
あ
る
企
業
は
、
自
ら
も
警
告
を
し
た
経
験
を
有
し
て
い
る
。
業
務
の
性
質
等
に
よ
り
知
的
財
産
権
を

多
く
扱
う
企
業
は
、
警
告
者
の
立
場
に
も
被
警
告
者
の
立
場
に
も
立
つ
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
２
で
「
警

告
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
」
と
答
え
た
一
七
六
社
の
う
ち
、
問
１
で
「
警
告
を
し
た
こ
と
が
あ
る
」、
ま
た
は
「
計
画
し
た
こ
と
が
あ
る
」

と
答
え
て
い
た
も
の
は
一
三
二
社
と
、
約
四
分
の
三
に
上
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
仮
に
警
告
者
と
被
警
告
者
が
一
般
に
入
れ
替
わ
る
な
ら
、
警

告
者
と
相
手
方
の
利
益
の
扱
い
が
均
衡
し
て
い
な
く
と
も
競
業
者
間
で
は
不
公
平
は
な
く
、
不
当
な
警
告
に
よ
る
責
任
を
殊
更
に
強
調
す
る

必
要
も
な
い
。
各
競
業
者
が
互
い
に
、
権
利
状
況
の
判
断
を
警
告
者
が
誤
る
リ
ス
ク
と
相
手
方
が
誤
る
リ
ス
ク
の
両
方
を
、
そ
の
と
き
ご
と

に
相
手
方
の
地
位
に
置
か
れ
た
側
が
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
お
そ
ら
く
、
警
告
者
側
に
立

ち
や
す
い
営
業
主
体
（
例
え
ば
老
舗
企
業
）
と
相
手
方
側
に
立
た
さ
れ
や
す
い
営
業
主
体
（
例
え
ば
新
規
参
入
者
）
が
存
在
す
る
。
こ
れ
を

考
慮
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
警
告
者
と
相
手
方
の
均
衡
に
一
定
の
配
慮
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
法
が
、

警
告
者
と
被
警
告
者
の
間
の
リ
ス
ク
分
配
の
均
衡
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
も
理
解
し
う
る
。
と
は
い
え
、
権
利
状
況
の
判
断
を
警
告
者
が
誤

（法政研究 88－2－38）
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る
場
合
（
不
当
な
警
告
）
は
、
い
っ
た
ん
相
手
方
な
い
し
顧
客
の
対
応
を
介
す
る
点
で
、
相
手
方
が
誤
る
場
合
（
知
的
財
産
権
侵
害
そ
の
も

の
）
と
は
加
害
の
構
造
が
異
な
る
の
で
、
権
利
状
況
の
判
断
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
注
意
水
準
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

警
告
の
基
礎
と
さ
れ
た
権
利
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
と
同
様
に
、
特
許
権
、
商
標
権
、
著
作
権
、
意
匠
権
な
ど
知
的
財
産
権
全
般
に
わ
た

り
、
そ
の
ほ
か
に
不
競
法
違
反
に
よ
る
警
告
も
行
わ
れ
て
い
る

）
（01
（

。
警
告
の
形
態
と
し
て
は
、
侵
害
者
と
考
え
た
相
手
方
に
直
接
、
特
定
の
製

品
の
製
造
・
販
売
と
い
う
侵
害
行
為
を
停
止
す
る
よ
う
求
め
る
直
接
警
告
が
多
い
が
、
対
顧
客
警
告
も
あ
る
程
度
の
割
合
で
行
わ
れ
る

）
（0（
（

。

　

被
警
告
者
の
対
応
は
、
調
査
対
象
企
業
が
警
告
を
し
た
立
場
に
あ
る
場
合
と
、
警
告
を
受
け
た
立
場
に
あ
る
場
合
と
で
差
異
が
み
ら
れ

る
）
（00
（

。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
警
告
者
が
警
告
に
よ
る
要
求
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
応
じ
て
紛
争
が
終
了
す
る
割
合
は
十
分
に
高
く
、

営
業
上
の
権
利
に
関
す
る
紛
争
が
警
告
に
よ
っ
て
決
着
す
る
こ
と
が
、
実
際
に
あ
る
程
度
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
被
警
告
者
が
警
告
に
応
じ

な
い
場
合
に
は
、
訴
訟
を
提
起
す
る
な
ど
の
措
置
を
と
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
回
答
も
多
い
と
こ
ろ

）
（00
（

、
営
業
上
の
権
利
に
つ
い
て
訴
訟
を

提
起
し
た
と
す
る
回
答
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
が
、
警
告
を
前
置
し
た
と
し
て
い
る

）
（00
（

。

　

事
後
的
に
、
警
告
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
、
例
え
ば
警
告
の
基
礎
と
な
っ
た
権
利
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
か
、
被
警
告
者
の
行
為
が
権
利
の

侵
害
に
当
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
後
に
明
ら
か
に
な
る
事
例
は
、
相
当
数
存
在
し
て
い
る

）
（00
（

。
こ
の
場
合
に
被
警
告
者
側
は
、
そ
れ
で

紛
争
を
終
了
さ
せ
て
そ
れ
以
上
は
何
ら
の
対
応
も
と
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
被
警
告
者
側
が
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
事
例
も
あ

り
）
（00
（

、
そ
れ
は
裁
判
例
と
し
て
も
後
述
す
る
多
数
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
何
ら
の
対
応
も
と
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
多

く
の
回
答
は
費
用
対
効
果
を
挙
げ
た

）
（00
（

。

（
三
）
検
討
の
方
針

　

日
本
法
に
お
い
て
は
、
主
に
、
対
顧
客
警
告
に
対
す
る
信
用
毀
損
（
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
二
一
号
。
不
競
法
の
前
記
条
文
は
複
数

（88－2－39）
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回
の
改
正
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
が
一
一
号
、
一
三
号
、
一
四
号
な
ど
何
度
か
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
が
、
以
下
の
本
文
で
は
、
断
り
の
な
い
限

り
全
て
単
に
「
現
二
一
号
」
と
い
う
）
の
適
用
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
日
本
で
も
、
こ
の
領
域
で
は
裁
判
例
が
先
行
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ

て
学
説
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
従
来
の
学
説
の
議
論
の
関
心
は
、
い
わ
ゆ
る
「
新
傾
向
」
の
裁
判
例
に
よ
る
権
利
行
使
論
に
集
中
し
て
お
り
、
信
用
損
害
の

分
析
に
つ
い
て
の
議
論
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
新
傾
向
と
は
、
警
告
が
不
当
で
あ
れ
ば
責
任
を
認
め
る
傾
向
が
強
か
っ
た
従
来

の
裁
判
例
に
対
し
て
、
特
に
平
成
中
期
ご
ろ

）
（00
（

、
一
部
の
裁
判
例
が
、
警
告
が
正
当
な
権
利
行
使
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
警
告
者
の

目
的
や
警
告
の
内
容
・
態
様
に
着
目
し
た
違
法
性
阻
却
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
す

）
（00
（

。
た
だ
し
、
近
時
の
裁
判
例
で
も

こ
の
構
成
に
従
わ
な
い
も
の
は
多
い

）
（01
（

。
裁
判
例
を
見
る
限
り
、
新
傾
向
を
支
持
す
る
か
否
か
が
実
際
の
結
論
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る

）
（0（
（

。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
た
だ
第
一
章
で
み
た
ド
イ
ツ
の
判
例
と
の
比
較
と
し
て
は
、

次
の
二
点
を
確
認
し
う
る
。
第
一
に
、
現
二
一
号
に
お
い
て
「
違
法
性
」
は
明
文
の
根
拠
を
持
た
な
い
こ
と
が
従
来
批
判
さ
れ
て
き
た
と
こ

ろ
）
（00
（

、
明
文
の
違
法
性
要
件
を
持
つ
ド
イ
ツ
で
も
違
法
性
阻
却
の
構
成
は
と
ら
れ
ず
、
争
点
の
中
心
は
警
告
の
不
当
性
と
警
告
者
の
過
失
に
置

か
れ
る
。
第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
「
新
傾
向
」
の
裁
判
例
が
違
法
性
阻
却
構
成
を
と
る
際
に
不
当
訴
訟
に
関
す
る
判
例
に
影
響
を
受
け
た
と
み

ら
れ
る
点
は
、
従
来
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た

）
（00
（

。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
も
、
不
当
訴
訟
等
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
錯
誤
権
の
規
律
を
警
告
の

規
律
に
類
推
す
る
こ
と
は
、
意
識
的
に
拒
否
さ
れ
て
い
た
。

　

以
下
で
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
問
題
関
心
に
従
い
、
侵
害
警
告
に
よ
る
責
任
の
規
律
を
通
じ
て
、
特
に
裁
判
例
に
現
れ
た
信
用
損
害
の
分
析

を
通
じ
て
、
信
用
あ
る
い
は
営
業
と
い
う
法
益
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

（法政研究 88－2－40）
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第
二
節　

裁
判
例
に
お
け
る
信
用
損
害
の
分
析

　

裁
判
例
の
中
心
を
な
す
の
は
対
顧
客
警
告
の
事
例
で
あ
り
、
直
接
警
告
に
対
し
て
は
原
則
と
し
て
責
任
を
認
め
な
い
た
め
、
直
接
警
告
の

事
例
に
つ
い
て
損
害
の
取
り
扱
い
を
分
析
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
以
下
で
は
ま
ず
、
直
接
警
告
・
対
顧
客
警
告
に
関
す
る
裁
判
例
の
基
本
的

な
責
任
判
断
基
準
を
概
観
し
た
後
で
、
特
に
対
顧
客
警
告
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
信
用
損
害
の
取
り
扱
い
を
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
一
）
責
任
の
判
断
基
準
の
概
観

（
ア
）
直
接
警
告

　

裁
判
例
の
態
度
は
一
貫
し
て
お
り
、
直
接
警
告
に
対
し
て
は
原
則
と
し
て
責
任
を
認
め
な
い
。
な
お
、
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
は
、
実
用

新
案
法
二
九
条
の
三
が
直
接
警
告
に
対
す
る
責
任
を
含
む
と
解
さ
れ
て
い
る
が

）
（00
（

、
実
際
に
適
用
し
た
例
は
乏
し
い
よ
う
で
あ
る
。

　

直
接
警
告
は
、
現
二
一
号
の
信
用
毀
損
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
。
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
信
用
毀
損
は
外
部
的
評
価
を
毀
損
し
た
場
合
に

成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
警
告
を
発
し
た
だ
け
で
は
外
部
的
評
価
に
影
響
を
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る

）
（00
（

。

　

民
法
七
〇
九
条
に
依
拠
し
た
不
法
行
為
の
主
張
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
不
法
行
為
の
成
立
に
は
、
単
に
警
告
の
基
礎
と
な
っ
た
権
利
な

い
し
侵
害
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
不
当
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
手
段
も
し
く
は
態
様
が
悪
質
で
あ
る
等
特
別
の
事
情

）
（00
（

」、
あ
る
い
は

さ
ら
に
、
警
告
の
基
礎
と
さ
れ
た
権
利
な
い
し
侵
害
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
故
意
ま
た
は
公
序
良
俗
違
反
が
要
求
さ
れ
て
お
り

）
（00
（

、
実
際
の

事
例
の
結
論
と
し
て
は
そ
れ
ら
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

過
失
責
任
が
成
立
し
な
い
理
由
と
し
て
、「
警
告
が
相
手
方
の
製
造
、
販
売
を
差
止
め
る
法
律
上
の
効
果
を
何
ら
有
す
る
も
の
で
な
く
、

相
手
方
自
ら
の
判
断
に
よ
り
当
該
物
品
の
製
造
を
継
続
す
る
か
否
か
の
選
択
を
な
し
う
る
こ
と

）
（00
（

」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（88－2－41）



論　説

482

（
イ
）
対
顧
客
警
告

　

第
１
節
で
触
れ
た
い
わ
ゆ
る
新
傾
向
の
裁
判
例
を
別
と
す
る
と
、
従
来
か
ら
の
判
断
手
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
警
告

の
基
礎
と
さ
れ
た
権
利
な
い
し
侵
害
が
客
観
的
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
警
告
を
現
二
一
号
に
い
う
「
虚
偽
の
事
実
」
の
流

布
と
認
め
る
。
第
二
に
、
警
告
の
差
止
請
求
を
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
警
告
者
が
警
告
通
り
の
差
止
請
求
権
を
有
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求

め
る
場
合
に
は
、
警
告
者
の
過
失
を
要
件
と
し
な
い

）
（00
（

。
第
三
に
、
損
害
賠
償
請
求
の
要
件
で
あ
る
過
失
に
つ
い
て
、
対
顧
客
警
告
は
相
手
方

の
信
用
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
十
分
な
調
査
を
経
て
か
ら
行
う
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
基
本
的
立
場
に
立
つ
。
こ
の
義
務
違

反
と
し
て
の
過
失
は
、
警
告
が
結
果
的
に
不
当
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
通
常
は
肯
定
さ
れ
る

）
（01
（

。

（
ウ
）
侵
害
警
告
と
司
法
手
続
の
利
用

　

侵
害
警
告
は
司
法
手
続
の
利
用
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
裁
判
例
は
し
ば
し
ば
、
最
高
裁
の
昭
和
六
三
年
判
決
を
引
用
す

る
。
同
判
決
は
、
訴
訟
提
起
が
不
法
行
為
と
な
る
の
は
当
該
訴
訟
に
お
い
て
主
張
し
た
権
利
が
事
実
的
、
法
律
的
根
拠
を
欠
く
も
の
で
あ
る

上
、
そ
の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
ま
た
は
通
常
人
で
あ
れ
ば
容
易
に
そ
の
こ
と
を
知
り
得
た
の
に
あ
え
て
訴
訟
を
提
起
し
た
な
ど
、
裁
判
制
度

の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
著
し
く
相
当
性
を
欠
く
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る

）
（0（
（

。
結
論
と
し
て
、
裁
判
例
は
一
般
に
、
警
告

に
伴
う
司
法
手
続
の
利
用
を
不
法
行
為
と
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
司
法
手
続
の
利
用
に
対
す
る
こ
の
責
任
制
限
は
、
裁

判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
警
告
そ
の
も
の
に
及
ぼ
し
う
る
わ
け
で
は
な
い

）
（00
（

。

（
ａ
）
直
接
警
告
に
対
応
す
る
司
法
手
続

　

上
記
の
最
高
裁
判
決
以
前
か
ら
、
警
告
に
対
応
す
る
訴
訟
提
起
を
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
第
一
審
で
敗
訴
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
控
訴
、

上
告
に
よ
っ
て
さ
ら
に
争
う
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
成
立
さ
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た

）
（00
（

。
最
高
裁
の
前
記
昭
和
六
三
年

（法政研究 88－2－42）
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判
決
以
後
は
、
裁
判
例
も
、
直
接
警
告
に
対
応
す
る
司
法
手
続
に
つ
い
て
そ
れ
に
従
う
。
訴
訟
上
の
権
利
主
張
を
現
二
一
号
の
信
用
毀
損
行

為
と
構
成
す
る
場
合
に
も
、
同
様
の
理
に
よ
っ
て
責
任
は
非
常
に
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
る

）
（00
（

。

　

判
例
の
い
う
「
通
常
人
で
あ
れ
ば
容
易
に
知
り
え
た
」
と
い
え
る
た
め
に
は
、
通
常
の
過
失
よ
り
も
か
な
り
著
し
い
注
意
義
務
違
反
が
要

求
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
本
訴
提
起
に
際
し
て
な
す
べ
き
調
査
義
務
を
十
分
尽
く
さ
な
か
っ
た
懈
怠
が
原
告
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」

こ
と
を
認
定
し
な
が
ら
も
責
任
を
否
定
し
た
り

）
（00
（

、
同
時
に
行
わ
れ
た
対
顧
客
警
告
に
つ
い
て
は
根
拠
不
十
分
で
過
失
あ
り
と
し
な
が
ら
、
そ

れ
と
同
じ
根
拠
を
直
接
警
告
に
伴
う
訴
訟
提
起
に
つ
い
て
「
先
行
訴
訟
の
提
起
が
権
利
行
使
の
範
囲
内
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

相
応
の
根
拠
」
と
評
価
す
る
の
が

）
（00
（

、
そ
の
例
で
あ
る
。
と
き
に
、
一
般
論
と
し
て
訴
訟
提
起
に
も
通
常
の
対
顧
客
警
告
と
同
等
程
度
の
調
査

義
務
を
課
す
よ
う
に
見
え
る
裁
判
例
も
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
責
任
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
先
例
と
は
い
え
な
い

）
（00
（

。

　

こ
の
態
度
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
た
と
え
特
許
権
者
が
特
許
権
侵
害
訴
訟
を
提

起
・
追
行
し
、
そ
の
こ
と
が
知
れ
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
告
と
さ
れ
た
者
の
製
造
販
売
す
る
製
品
が
顧
客
ら
に
買
い
控
え
ら
れ
る
事
態
が

生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
告
と
さ
れ
た
者
に
売
上
減
少
等
に
伴
う
損
害
が
発
生
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保

障
す
る
こ
と
に
伴
い
、
被
告
と
さ
れ
た
者
に
反
射
的
に
生
ず
る
不
利
益
と
し
て
想
定
さ
れ
た
範
囲
内
の
も
の
に
す
ぎ
な
い

）
（00
（

」
と
い
う
。

（
ｂ
）
対
顧
客
警
告
に
対
応
す
る
司
法
手
続

　

特
許
権
の
よ
う
に
、
特
許
権
侵
害
製
品
の
生
産
だ
け
で
な
く
使
用
や
譲
渡
も
特
許
権
侵
害
と
な
る
と
き
は
（
特
許
法
六
八
条
、
二
条
三
項

一
号
）、
相
手
方
の
顧
客
も
ま
た
、
こ
の
第
二
次
的
侵
害
を
理
由
と
す
る
差
止
請
求
や
仮
処
分
申
立
て
等
の
司
法
手
続
の
対
象
と
な
る
。
は

じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
被
警
告
者
自
身
に
よ
る
権
利
侵
害
を
理
由
と
し
て
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
警
告
は
通
常
は
実
質
的
に
は

対
顧
客
警
告
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
司
法
手
続
は
対
顧
客
警
告
に
対
応
す
る
司
法
手
続
で
あ
る
。

　

裁
判
例
は
、
訴
訟
提
起
に
つ
い
て
は
直
接
警
告
の
場
合
と
同
様
に
最
高
裁
判
例
に
従
う
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
の
は
、
事

（88－2－43）
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実
的
、
法
律
的
根
拠
を
欠
く
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
ま
た
は
通
常
必
要
と
さ
れ
て
い
る
事
実
調
査
及
び
法
律
的
検
討
を
す
れ
ば
、
事
実
的
、

法
律
的
根
拠
を
欠
く
こ
と
を
容
易
に
知
り
得
た
の
に
あ
え
て
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
な
ど
、
裁
判
制
度
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
著
し
く
相

当
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う

）
（00
（

。

　

仮
処
分
申
立
て
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
は
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
事
実
的
・
法
律
的
根
拠
を
欠
く
場
合
に
加
え
て
も
う

一
つ
、
不
法
行
為
類
型
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
当
該
仮
処
分
申
立
て
に
お
い
て
、
債
権
者
の
主
張
し
た
権
利
又
は
法

律
関
係
が
、
事
実
的
、
法
律
的
根
拠
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
通
常
人
で
あ
れ
ば
容
易
に
知
り
得
た
も
の
と
ま
で
い
え
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
権
利
の
行
使
に
藉
口
し
て
、
競
業
者
の
取
引
先
に
対
す
る
信
用
を
毀
損
し
、
市
場
に
お
い
て
優
位
に
立
つ
こ
と
等
を
目
的
と
し

て
、
競
業
者
の
取
引
先
を
相
手
方
と
す
る
仮
処
分
申
立
て
が
さ
れ
た
よ
う
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
仮
処
分
の
申
立
て
は
違
法

な
行
為
と
し
て
不
法
行
為
を
構
成
す
る

）
（01
（

」。

（
二
）
裁
判
例
に
お
け
る
信
用
損
害
の
分
析

（
ア
）
一
般
的
特
徴

　

対
顧
客
警
告
に
対
す
る
責
任
を
問
う
事
例
に
は
、
警
告
者
に
よ
る
差
止
請
求
権
不
存
在
確
認
あ
る
い
は
警
告
行
為
の
差
止
め
の
み
を
求
め

る
場
合
と
、
金
銭
的
損
害
賠
償
も
（
ま
た
は
こ
れ
の
み
が
）
請
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
以
下
で
は
後
者
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
で
の
信
用

毀
損
に
よ
る
損
害
の
分
析
を
試
み
る
。

　

こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
法
と
比
較
し
た
場
合
の
、
日
本
に
お
け
る
対
顧
客
警
告
裁
判
例
の
一
般
的
特
徴
と
思
わ
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

次
の
三
点
の
特
徴
か
ら
、
損
害
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
が

）
（0（
（

、
信
用
ひ
い
て
は
営
業
と
い
う
法
益
の
分
析
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
全
体
と
し
て
、
侵
害
警
告
に
対
す
る
責
任
を
追
及
す
る
訴
訟
に
お
け
る
逸
失
利
益
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
割
合
が
多
い
。
そ
の

（法政研究 88－2－44）
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実
際
の
判
断
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
警
告
の
基
礎
と
な
っ
た
権
利
な
い
し
侵
害
の
存
否
に
最
大
の
比
重
が
置
か
れ
る
。
日
本
の
裁
判

例
の
特
色
は
、
こ
れ
に
次
ぐ
決
定
的
問
題
と
し
て
、
と
き
に
過
失
の
判
断
を
も
上
回
る
比
重
が
、
逸
失
利
益
の
数
額
ま
た
は
相
当
因
果
関
係

の
立
証
の
判
断
に
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
逸
失
利
益
の
相
当
因
果
関
係
の
立
証
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
通
常
は
、
全
体
的
な
売
上
高

比
較
に
よ
っ
て
警
告
後
の
収
益
減
少
が
示
さ
れ
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
具
体
的
な
個
別
の
契
約
へ
の
影
響
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
防
御
費
用
（
弁
護
士
費
用
等
）
の
賠
償
を
求
め
る
例
が
多
い
の
は
ド
イ
ツ
と
同
様
だ
が
、
そ
の
算
定
基
準
は
安
定
し
な
い
。

　

第
三
に
、
信
用
損
害
と
し
て
い
わ
ゆ
る
無
形
損
害
の
賠
償
が
請
求
さ
れ
、
概
算
的
に
一
定
金
額
が
認
容
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
請
求
者
の
側
も
裁
判
所
も
、
立
証
に
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
逸
失
利
益
や
防
御
費
用

の
う
ち
立
証
に
失
敗
し
た
部
分
が
、
こ
の
無
形
損
害
の
中
に
入
り
込
ん
で
、
い
わ
ば
復
活
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
法
の
中
で
み
て

も
、
営
業
侵
害
の
う
ち
信
用
毀
損
以
外
の
場
合
に
こ
の
よ
う
な
立
証
の
緩
和
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

（
イ
）
裁
判
例
に
現
れ
る
信
用
損
害

　

①
裁
判
所
は
、
多
く
の
場
合
、
無
形
損
害
の
金
銭
評
価
と
称
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
裁
判
所
が
認
定
す
る
金
額
は
極
め
て
概

算
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
る
程
度
の
「
相
場
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
五
〇
万
円

）
（00
（

、
一
〇
〇
万
円

）
（00
（

、
一
五
〇
万
円

）
（00
（

、
二
〇
〇
万

円
）
（00
（

、
三
〇
〇
万
円

）
（00
（

と
い
っ
た
キ
リ
の
よ
い
数
字
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
金
銭
的
評
価
の
際
に
、
以
前
は
単
に
「
一
切
の
事
情
」

を
考
慮
し
た
と
述
べ
る
だ
け
の
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
近
時
で
は
や
や
詳
細
に
考
慮
事
項
を
示
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
特
に
警
告
の
内

容
や
経
緯
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

通
常
は
、
逸
失
利
益
や
弁
護
士
費
用
と
と
も
に
信
用
損
害
が
主
張
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
損
害
項
目
と
は
独
立
で
無
形
損
害
が
認
定
さ
れ
る
か
、

原
告
が
他
の
損
害
項
目
も
主
張
し
た
け
れ
ど
も
、
裁
判
所
が
そ
れ
ら
の
損
害
を
認
め
ず
に
た
だ
無
形
損
害
の
み
が
認
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
外
に
も
、
主
張
さ
れ
た
他
の
損
害
と
一
体
と
し
て
無
形
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
場
合
や

）
（00
（

、
原
告
が
財
産
上
の
損
害
項
目
を
特
に
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指
定
し
な
か
っ
た
り
、
逸
失
利
益
を
具
体
的
に
主
張
せ
ず
に
無
形
損
害
の
み
を
主
張
す
る
事
例
な
ど
が
あ
る

）
（00
（

。

　

②
原
告
が
弁
護
士
費
用
の
支
出
と
一
体
の
も
の
と
し
て
信
用
毀
損
の
損
害
を
主
張
し
た
り
、
ま
た
は
原
告
が
損
害
項
目
を
区
別
し
て
い
て

も
裁
判
所
が
両
者
を
一
体
的
に
認
定
し
た
り
、
弁
護
士
費
用
等
の
防
御
費
用
の
う
ち
相
当
因
果
関
係
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
部
分
を
信
用
損

害
と
し
て
の
無
形
損
害
を
認
定
す
る
考
慮
事
情
と
す
る
こ
と
が
あ
る

）
（00
（

。

　

③
逸
失
利
益
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
、
警
告
と
の
相
当
因
果
関
係
の
具
体
的
立
証
に
失
敗
し
た
と
判
断
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
警
告
が
売
上
等
に
何
ら
か
の
悪
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
等
と
い
う
形
で
、
逸
失
利
益
と
し
て
主
張
さ
れ
た
事
実
が
無

形
損
害
を
評
価
す
る
際
の
考
慮
事
情
に
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

）
（01
（

。
こ
の
種
の
裁
判
例
に
お
け
る
無
形
損
害
の
認
容
額
は
、
他
の
場

合
と
比
較
し
て
、
大
き
く
な
る
こ
と
が
あ
る

）
（0（
（

。
無
形
損
害
の
金
額
が
五
〇
〇
万
円
を
超
え
る
事
例
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
事
例
で
あ
る
。

　

④
警
告
に
対
応
す
る
た
め
に
、
弁
理
士
や
弁
護
士
に
依
頼
し
た
り
従
業
員
を
出
張
さ
せ
る
な
ど
し
て
顧
客
ら
へ
の
説
明
を
行
う
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
依
頼
料
や
出
張
費
用
を
請
求
す
る
事
例
が
あ
る

）
（00
（

。
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
そ
の
具
体
的
な
金

額
を
認
定
し
た
上
、
信
用
毀
損
に
よ
る
損
害
（
ま
た
は
そ
の
一
部
）
と
し
て
賠
償
を
認
め
る
。

（
ウ
）
信
用
損
害
の
分
析

　

対
顧
客
警
告
に
よ
る
信
用
毀
損
で
認
め
ら
れ
る
無
形
損
害
の
内
実
に
は
、
い
く
つ
か
の
性
質
の
異
な
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
ａ
）
評
価
回
復
費
用
と
し
て
の
信
用
損
害

　

信
用
と
い
う
法
益
の
「
社
会
的
評
価
」
と
し
て
の
一
般
的
定
義
に
最
も
忠
実
な
の
は
④
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
信
用
を
名
誉
と
並
べ
、

人
の
人
格
に
対
す
る
社
会
的
評
価
で
あ
る
名
誉
に
対
し
て
、
信
用
が
「
経
済
的
な
側
面
に
お
け
る
人
の
社
会
的
な
評
価

）
（00
（

」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
評
価
の
低
下
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
実
際
に
支
出
し
た
費
用
は
、
ま
さ
に
信
用
低
下
に
よ
る
損
害
の
核
心
で
あ
る

）
（00
（

。
こ
の
信
用
損
害
の

（法政研究 88－2－46）
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内
実
は
謝
罪
広
告
の
対
象
と
重
な
る
。
低
下
し
た
社
会
的
評
価
を
回
復
す
る
た
め
に
、
他
人
の
名
お
よ
び
費
用
で
措
置
を
求
め
る
の
が
謝
罪

広
告
で
あ
り
、
自
己
の
名
で
と
っ
た
措
置
の
費
用
の
賠
償
を
求
め
る
の
が
④
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
自
ら
回
復
措
置
を
将
来
行
う
こ
と

を
予
定
し
て
そ
の
費
用
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
も
、
同
じ
信
用
損
害
の
賠
償
と
い
え
る
。
こ
の
損
害
賠
償
と
謝
罪
広
告
は
、
具
体
的
事
案
に

お
い
て
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
社
会
的
評
価
を
回
復
し
き
れ
な
か
っ
た
と
き
に
両
立
し
う
る
。

　

さ
ら
に
、
侵
害
警
告
に
対
抗
す
る
訴
訟
活
動
そ
の
も
の
が
、
信
用
回
復
の
手
段
で
も
あ
る
。
差
止
め
や
差
止
請
求
権
不
存
在
確
認
の
判
決

を
得
る
こ
と
は
、
取
引
上
の
信
用
を
回
復
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
損
害
賠
償
よ
り
も
有
効
で
あ
り
う
る
。
警
告
の
対
象
と
な
っ
た
た
め
に

取
引
を
停
止
し
て
し
ま
っ
て
い
る
特
定
の
顧
客
か
ら
、
取
引
を
再
開
し
て
も
ら
う
た
め
に
勝
訴
判
決
が
要
求
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
訴
訟
の

真
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
警
告
が
不
当
で
あ
る
と
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
っ
て
、
金
銭
的
損
害

賠
償
の
内
容
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
一
般
的
な
不
法
行
為
に
お
け
る
弁
護
士
費
用
の
賠
償
の
よ
う
に
、

他
の
損
害
項
目
の
請
求
認
容
額
の
一
割
と
い
っ
た
基
準
を
用
い
て
相
当
因
果
関
係
あ
る
弁
護
士
費
用
を
認
定
す
る
方
法
は

）
（00
（

、
適
当
で
な
い
。

②
の
よ
う
に
、
弁
護
士
費
用
を
無
形
損
害
の
一
部
と
し
て
計
算
し
た
り
、
弁
護
士
費
用
を
独
立
の
損
害
項
目
と
し
つ
つ
も
無
形
損
害
の
算
定

事
情
と
し
て
も
同
時
に
考
慮
し
た
り
す
る
方
法
は

）
（00
（

、
こ
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｂ
）
逸
失
利
益
的
な
信
用
損
害

　

経
済
的
能
力
に
対
す
る
評
価
と
し
て
の
信
用
は
、
収
益
活
動
を
有
利
に
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
信
用
と
い
う
法
益
は
、
将
来
、
収
益
の
一

部
と
し
て
金
銭
的
に
具
体
化
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
信
用
は
も
と
も
と
収
益
獲
得
可
能
性
の
一
部
を
な
す
の
で
あ
り
、
信
用
毀
損
に
よ
る

損
害
と
営
業
上
の
逸
失
利
益
と
は
、
性
質
上
の
共
通
性
、
連
続
性
が
あ
る
。
こ
の
点
が
人
格
的
利
益
と
し
て
の
名
誉
と
は
異
質
で
あ
る
。
名

誉
は
人
格
的
価
値
そ
の
も
の
と
一
応
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
信
用
は
経
済
的
能
力
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
。
③
で
挙
げ
た
多
数
の
裁

判
例
が
、
逸
失
利
益
の
立
証
が
成
功
し
た
と
ま
で
認
め
ら
れ
な
い
が
、
漠
然
と
何
ら
か
の
収
益
低
下
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
た
中
間
的
な
状
態

（88－2－47）
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を
、
信
用
毀
損
に
よ
る
無
形
損
害
と
い
う
形
で
評
価
し
て
賠
償
を
与
え
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。

　

被
害
者
側
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
逸
失
利
益
の
立
証
の
困
難
を
緩
和
す
る
と
い
う
役
割
を
持
つ
。
も
と
も
と
、
逸
失
利
益
の
立
証
困
難
に

対
し
て
、
法
は
不
正
競
争
者
の
収
益
額
に
よ
る
損
害
額
の
推
定
（
不
競
法
五
条
二
項
）
を
用
意
し
て
い
た
。
裁
判
例
で
も
こ
の
規
定
の
適
用

自
体
は
認
め
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
結
論
は
い
ず
れ
も
、
警
告
者
の
収
益
額
が
立
証
で
き
て
い
な
い
と
い
う
形
で
損
害
額
の
立
証
を
否
定

す
る
も
の
で
あ
る

）
（00
（

。
こ
の
推
定
は
不
正
競
争
行
為
が
そ
れ
自
体
直
接
に
収
益
を
獲
得
す
る
活
動
で
あ
る
場
合
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

不
当
な
警
告
の
よ
う
に
、
不
正
競
争
行
為
そ
れ
自
体
か
ら
積
極
的
な
収
益
が
発
生
し
て
い
な
い
と
き
は
、
相
手
方
が
獲
得
し
た
収
益
を
立
証

す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
う
ま
く
働
か
な
い
。

　

立
証
困
難
の
緩
和
の
も
う
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
不
競
法
九
条
が
「
相
当
な
損
害
」
の
認
定
と
い
う
方
法
を
用
意
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

民
訴
法
二
四
八
条
は
、
不
競
法
九
条
と
同
様
に
相
当
な
損
害
の
認
定
を
認
め
る
規
定
を
置
い
て
い
る
が
、
他
の
営
業
侵
害
の
逸
失
利
益
認
定

に
関
し
て
、
こ
の
規
定
は
そ
れ
ほ
ど
の
効
果
を
持
た
な
い
。
賃
金
セ
ン
サ
ス
等
を
用
い
た
概
括
的
認
定
の
許
さ
れ
て
い
る
人
身
侵
害
の
場
合

と
違
っ
て
、
営
業
侵
害
の
場
合
に
逸
失
利
益
の
立
証
が
困
難
な
の
は
一
般
的
特
徴
で
あ
り
、
信
用
毀
損
固
有
の
特
徴
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

は
、
現
二
一
号
の
裁
判
例
と
、
営
業
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
が
成
立
し
て
逸
失
利
益
の
立
証
が
問
題
と
な
る
他
の
事
例
、
例
え
ば
営
業
の
間

接
的
侵
害
の
う
ち
で
い
わ
ゆ
る
「
経
済
的
一
体
性
」
要
件
を
満
た
し
う
る
事
例
に
お
け
る
逸
失
利
益
の
認
定
を
比
較
す
れ
ば

）
（00
（

、
明
ら
か
で
あ

る
。
信
用
と
い
う
法
益
を
介
す
る
こ
と
に
よ
る
立
証
責
任
緩
和
と
い
う
技
術
は
、
信
用
損
害
と
い
う
受
け
皿
を
た
ま
た
ま
有
す
る
侵
害
警
告

の
事
例
で
し
か
、
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
は
、
信
用
毀
損
の
他
の
類
型
を
含
め
た
全
体
的
検
討
が
必
要
と

な
る
の
で
、
別
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い

）
（00
（

。

（
ｃ
）
そ
れ
以
外
の
信
用
損
害

　

信
用
損
害
が
（
ａ
）・（
ｂ
）
に
尽
き
る
と
す
れ
ば
、
対
顧
客
警
告
に
よ
っ
て
も
実
際
に
は
信
用
が
揺
る
が
ず
、
逸
失
利
益
が
立
証
で
き
な
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い
だ
け
で
な
く
実
際
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
無
形
損
害
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
裁

判
例
も
存
在
す
る

）
（01
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
だ
と
思
わ
れ
る
場
合
に
、
あ
る
程
度
の
金
額
で
、
や
は
り
概
算
的
な
無
形
損
害
の
賠
償
を

認
め
る
裁
判
例
が
あ
る

）
（0（
（

。
こ
こ
で
は
、
社
会
的
評
価
の
低
下
や
逸
失
利
益
と
は
別
の
損
害
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
は
い
く
つ
か

の
も
の
が
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
を
裁
判
例
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
三
節　

直
接
警
告
に
よ
る
逸
失
利
益

　

第
二
節
（
一
）
で
み
た
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
直
接
警
告
は
、
た
と
え
結
果
的
に
誤
っ
て
い
て
も
、
通
常
は
、
権
利
行
使
や
交
渉
な
い
し
調

査
の
手
段
と
し
て
許
さ
れ
る
。
不
当
な
直
接
警
告
は
「
手
段
も
し
く
は
態
様
が
悪
質

）
（00
（

」
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
不
法
行
為
と
な
る
。

問
題
は
「
悪
質
」
性
の
具
体
的
判
断
に
あ
る
。

　

第
一
に
、
不
当
訴
訟
よ
り
も
責
任
を
限
定
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
、
警
告
が
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
根
拠
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
識

し
て
い
る
場
合
や
通
常
人
が
容
易
に
認
識
し
え
た
よ
う
な
場
合
は
不
法
行
為
と
な
る
。
通
常
人
が
容
易
に
不
当
性
を
知
り
う
る
場
合
に
あ
え

て
警
告
に
従
う
こ
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
後
者
で
想
定
さ
れ
る
損
害
は
主
に
弁
護
士
費
用
等
の
防
御
費
用
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

被
侵
害
利
益
の
中
心
は
防
御
の
負
担
に
あ
り
、
こ
の
点
で
、
こ
こ
ま
で
に
見
た
逸
失
利
益
を
中
心
と
す
る
責
任
と
は
異
な
る
。
第
二
に
、
警

告
に
暴
力
的
手
段
を
伴
う
場
合
な
ど
も
不
法
行
為
と
な
る
。
こ
れ
は
警
告
が
正
当
で
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
り
、
本
稿
の
意
味
で

の
警
告
の
不
当
性
は
要
件
で
は
な
い
点
で
、
や
は
り
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
責
任
と
異
な
る
。

　

こ
れ
以
外
に
、
過
失
に
よ
る
不
当
な
直
接
警
告
に
よ
っ
て
生
じ
た
逸
失
利
益
に
つ
い
て
、
警
告
者
が
不
法
行
為
責
任
を
負
う
こ
と
は
あ
る

か
。
対
顧
客
警
告
で
は
、
顧
客
が
警
告
に
対
し
て
争
う
利
益
を
持
た
な
い
た
め
に
警
告
に
比
較
的
容
易
に
応
じ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
相
手

方
の
逸
失
利
益
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
直
接
警
告
で
逸
失
利
益
が
生
じ
る
の
は
相
手
方
が
自
ら
警
告
に
応
じ
た
場
合
で
あ
る
。
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不
当
な
要
求
に
応
じ
た
こ
と
が
損
害
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
不
当
利
得
的
構
成
も
考
え
ら
れ
る
が
、
要
求
の
内
容
が
不
作
為
で
あ
る
た

め
、
多
く
の
場
合
は
逸
失
利
益
と
警
告
者
が
得
る
利
益
と
の
対
応
関
係
が
存
在
し
な
い
か
、
明
ら
か
で
な
い

）
（00
（

。
不
法
行
為
と
し
て
は
、
対
顧

客
警
告
と
異
な
り
直
接
警
告
を
信
用
毀
損
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら

）
（00
（

、
ほ
か
に
法
律
上
の
保
護
に
値
す
る
利
益
の
侵
害
が
必
要
で
あ

る
。
実
際
に
裁
判
例
で
直
接
警
告
に
つ
い
て
責
任
追
及
が
な
さ
れ
た
事
例
は
、
応
じ
な
け
れ
ば
次
は
重
要
な
顧
客
に
対
す
る
対
顧
客
警
告
に

及
ぶ
、
と
い
う
旨
の
警
告
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る

）
（00
（

。
実
際
の
相
手
方
ら
は
こ
の
警
告
に
従
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
顧
客
と
の
取

引
が
営
業
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
き
は
、
警
告
が
不
当
だ
と
判
断
し
て
い
て
も
、
一
時
的
に
せ
よ
警
告
に
応
じ
て
対
顧
客
警
告

を
回
避
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
こ
で
は
、
結
局
は
対
顧
客
警
告
が
現
実
化
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
発
生
さ
せ
た
損
害
に

つ
い
て
、
い
わ
ば
対
顧
客
警
告
に
よ
る
保
護
を
前
倒
す
よ
う
な
形
で
直
接
警
告
を
捉
え
る
意
味
が
あ
る
。
強
要
性
を
認
識
し
て
い
た
と
み
ら

れ
る
よ
う
な
場
合
、
例
え
ば
、
は
じ
め
か
ら
反
論
や
交
渉
の
余
地
を
与
え
ず
に
要
求
に
応
じ
る
か
対
顧
客
警
告
を
受
け
る
か
の
選
択
を
迫
っ

た
よ
う
な
場
合
は
、
対
顧
客
警
告
の
差
止
請
求
だ
け
で
な
く
、「
悪
質
」
か
つ
不
当
な
直
接
警
告
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。

（
117 

）
た
だ
し
、
一
部
明
ら
か
な
誤
記
な
ど
を
修
正
し
た
部
分
、
記
述
回
答
の
う
ち
一
部
を
掲
載
し
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
。
調
査
票
の
送
付
・
回
収
等
は

株
式
会
社
リ
サ
ー
チ
ワ
ー
ク
ス
に
委
託
し
た
。
対
象
と
し
た
企
業
は
、
二
〇
二
〇
年
九
月
一
四
日
時
点
で
の
東
証
一
部
・
二
部
・
マ
ザ
ー
ズ
の
上
場
企

業
の
う
ち
、
外
国
株
式
を
除
い
た
二
九
七
九
社
で
あ
り
、
う
ち
三
五
九
社
か
ら
回
答
を
得
た
。
企
業
秘
密
と
も
さ
れ
や
す
い
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
に
加

え
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
で
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
回
答
を
い
た
だ
い
た
企
業
の
方
々
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
た
い
。

　

 　

調
査
の
際
に
、
中
国
法
に
お
け
る
警
告
に
関
し
て
質
問
を
受
け
る
な
ど
企
業
の
関
心
が
高
い
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は

筆
者
の
力
が
及
ば
な
い
。
中
国
法
に
つ
い
て
は
、
毛
立
群
「
中
国
に
お
け
る
警
告
書
の
送
付
と
不
正
競
争
防
止
法
の
関
係
に
つ
い
て
」
パ
テ
ン
ト
七
〇

号
（
二
〇
一
七
年
）
六
八
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
118 

）
対
象
と
す
る
権
利
の
定
義
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
権
利
（
日
照
権
な
ど
）
に
つ
い
て
の
回
答
が
あ
っ
た
り
、
中

国
法
を
中
心
に
も
っ
ぱ
ら
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
状
況
下
の
事
例
に
つ
い
て
の
回
答
が
若
干
数
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
が
明
記
さ
れ
た
回
答
の
ほ
か
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に
も
、
実
は
筆
者
の
想
定
を
外
れ
て
い
る
回
答
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
回
答
を
判
別
で
き
な
い
た
め
、
結
局
、
本
稿
末
尾
の「
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
」
の
数
字
（
ｎ
）
は
、
外
国
法
等
の
回
答
も
除
外
し
な
い
ま
ま
集
計
し
た
。
と
は
い
え
、
警
告
の
根
拠
と
し
て
各
種
知
的
財
産
権
の
侵
害
や
不

競
法
違
反
を
挙
げ
た
回
答
の
多
さ
か
ら
い
え
ば
、
大
部
分
は
本
稿
の
対
象
で
あ
る
侵
害
警
告
に
つ
い
て
の
回
答
だ
と
考
え
て
も
許
さ
れ
よ
う
。

（
119 
）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
一
、
問
二
。

（
120 

）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
一
―
一
、
問
二
―
一
。

（
121 

）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
一
―
二
、
問
二
―
二
。

（
122 

）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
一
―
三
、
問
二
―
三
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
本
調
査
の
対
象
が
上
場
企
業
で
あ
り
、
回
答
に
応
じ
た
企
業
は
比
較
的
、
法
務

部
機
能
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。

（
123 

）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
一
―
四
、
問
二
―
四
。

（
124 

）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
三
―
一
、
問
三
―
三
。

（
125 

）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
一
―
五
、
問
二
―
五
。
回
答
企
業
が
警
告
を
す
る
立
場
で
誤
り
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
し
た
回
答
は
少
な
い
が
、
警
告
を
受

け
る
立
場
で
相
手
の
警
告
が
誤
り
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
回
答
は
か
な
り
多
い
。

（
126 

）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
二
―
七
、
問
四
。

（
127 

）「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」
問
二
―
八
。

（
128 

）
東
京
地
判
平
成
一
三
年
九
月
二
〇
日
判
タ
一
一
一
五
号
二
七
二
頁
（
特
許
権
）
及
び
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
平
成
一
四
年
八
月
二
九
日
判
時

一
八
〇
七
号
一
二
八
頁
が
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

（
129 

）
こ
の
「
新
傾
向
」
裁
判
例
の
判
断
枠
組
み
に
批
判
的
な
も
の
と
し
て
、
田
村
善
之
『
不
正
競
争
法
概
説
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
四

四
九
頁
、
鈴
木
将
文
「
判
批
：
東
京
地
判
平
成
一
六
年
一
月
二
八
日
」
判
時
一
八
七
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
八
八
頁
、
金
子
敏
哉
「
判
批
：
東
京
高

判
平
成
一
四
年
八
月
二
九
日
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
二
七
頁
、
畑
郁
夫
・
重
富
貴
光
「
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
四
号

の
再
検
討
―
―
近
時
の
東
京
高
裁
・
地
裁
の
新
傾
向
判
決
を
考
え
る
―
―
」
判
タ
一
二
一
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
頁
、
瀬
川
信
久
「
知
的
財
産
権

の
侵
害
警
告
と
正
当
な
権
利
行
使
（
再
論
）」
田
村
善
之
編
『
新
世
代
知
的
財
産
法
政
策
学
の
創
成
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
六
五
頁
、
岡
田
洋

一
「
特
許
権
侵
害
の
警
告
と
信
用
毀
損
行
為
」
法
律
論
叢
八
二
巻
二
・
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
八
頁
、
愛
知
靖
之
「
判
批
：
知
財
高
判
平
成
二
三
年

二
月
二
四
日
」Law

 and T
echnology 

五
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
八
頁
、
小
野
昌
延
編
『
新
・
注
解
不
正
競
争
防
止
法
（
第
三
版
）
上
』（
青
林
書
院
、

二
〇
一
二
年
）
七
九
〇
頁
［
木
村
修
治
執
筆
］
な
ど
。「
新
傾
向
」
裁
判
例
に
好
意
的
な
も
の
と
し
て
、
高
部
・
前
掲
注
（
４
）
九
六
頁
、
土
肥
・
前
掲

注
（
10
）
四
五
六
頁
、
三
村
量
一
・
平
津
慎
副
「
判
批
：
東
京
地
判
平
成
二
四
年
五
月
二
九
日
」
知
財
フ
ォ
ー
ラ
ム
七
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
六
頁
、

外
川
英
明
「
特
許
事
件
と
営
業
誹
謗
行
為
―
―
違
法
性
阻
却
事
由
を
中
心
に
―
―
」『
不
正
競
争
防
止
法
研
究
「
権
利
侵
害
警
告
」
と
「
営
業
秘
密
の
保

（88－2－51）
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護
」
に
つ
い
て
』（
日
本
弁
理
士
会
中
央
知
的
財
産
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）
四
九
頁
、
三
山
峻
司
「
判
批
：
東
京
地
判
平
成
一
八
年
七
月
六
日
」
小
松

陽
一
郎
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
最
新
判
例
知
財
法　

小
松
陽
一
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
五
七
九
頁
、
岡
田
春
夫

「
判
批
：
東
京
地
判
平
成
二
四
年
五
月
二
九
日
」
知
財
管
理
六
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
七
二
頁
、
齋
藤
亮
介
「
侵
害
警
告
に
対
す
る
営
業
誹
謗
行
為
の

成
否
―
―
近
時
の
裁
判
例
の
傾
向
を
踏
ま
え
て
―
―
」
パ
テ
ン
ト
七
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
九
頁
。

（
130 

）
明
言
す
る
も
の
と
し
て
、
大
阪
地
判
平
成
二
九
年
六
月
一
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
八
（
ワ
）
五
一
〇
四
）（
意
匠
権
）。
ま
た
、
東
京

地
判
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
七
（
ワ
）
二
二
八
三
四
）（
特
許
権
）
は
違
法
性
阻
却
に
よ
っ
て
原
告
の
損
害
賠

償
請
求
権
と
差
止
請
求
権
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
知
財
高
判
平
成
一
九
年
九
月
一
二
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
八
（
ネ
）
一

〇
〇
八
〇
）
は
違
法
性
阻
却
に
触
れ
ず
に
差
止
請
求
を
認
容
し
た
上
で
、
過
失
を
否
定
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
退
け
て
い
る
。
不
競
法
三
条
一
項
の
差

止
請
求
が
過
失
を
要
件
か
ら
外
し
て
い
る
趣
旨
を
考
え
れ
ば
、
警
告
者
の
主
観
を
重
視
し
た
形
で
の
違
法
性
阻
却
は
、
少
な
く
と
も
差
止
め
に
つ
い
て

は
認
め
る
べ
き
で
な
い
。
そ
こ
で
、
違
法
性
阻
却
論
を
支
持
す
る
見
解
で
は
、
損
害
賠
償
の
対
象
で
あ
る
裁
判
所
の
判
断
以
前
の
警
告
に
つ
い
て
は
違

法
性
が
阻
却
さ
れ
る
が
、
差
止
請
求
の
対
象
で
あ
る
以
後
の
警
告
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
、
と
い
う
時
的
区
分
を
す
る
（
三
村
・
平
津
・
前
掲
注

（
129
））。
裁
判
所
の
判
断
の
前
後
で
権
利
状
況
は
変
化
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
い
う
違
法
性
は
警
告
者
の
認
識
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。

（
131 

）
瀬
川
・
前
掲
注
（
129
）
一
五
四
頁
も
同
旨
。

（
132 

）
田
村
・
前
掲
注
（
129
）
四
五
〇
頁
。

（
133 

）
田
村
・
前
掲
注
（
129
）
四
四
八
頁
、
鈴
木
・
前
掲
注
（
129
）
一
八
八
頁
、
金
子
・
前
掲
注
（
129
）
一
二
七
頁
、
瀬
川
・
前
掲
注
（
129
）
一
六
二
頁
、
愛
知
・

前
掲
注
（
129
）
五
〇
頁
な
ど
。

（
134 

）
大
阪
地
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
〇
（
ワ
）
五
〇
九
〇
）（
実
用
新
案
権
）。

（
135 

）
大
阪
高
判
平
成
九
年
一
一
月
二
五
日LEX

/D
B

文
献
番
号28060039

（
実
用
新
案
権
）、
大
阪
地
判
平
成
七
年
八
月
三
一
日
特
許
庁
公
報
五
三
号
三
八

二
頁
（
意
匠
権
、
混
同
）
も
同
旨
。
学
説
に
お
い
て
も
争
い
は
な
い
。

（
136 

）
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
無
体
集
一
六
巻
一
号
九
一
頁
（
特
許
権
）、
広
島
地
福
山
支
判
平
成
七
年
一
月
一
八
日LEX

/D
B

文
献
番
号

28031613

（
特
許
権
）。

（
137 

）
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
八
月
三
一
日
無
体
集
一
六
巻
二
号
五
六
八
頁
（
実
用
新
案
権
）。

（
138 

）
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
・
前
掲
注
（
136
）。

（
139 

）
差
止
請
求
に
つ
い
て
、
明
言
す
る
も
の
と
し
て
大
阪
地
判
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
五
日
判
タ
三
八
六
号
一
三
八
頁
（
実
用
新
案
権
）。

（
140 
）
推
認
さ
れ
る
と
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
七
月
一
五
日
判
タ
四
二
七
号
一
七
四
頁
（
意
匠
権
）。
具
体
的
に
は
、
長
年
に
わ
た
っ

（法政研究 88－2－52）
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て
相
談
し
て
き
た
弁
理
士
の
意
見
に
従
っ
た
場
合
で
も
、
過
失
を
否
定
す
る
相
当
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
い
わ
ゆ
る

従
来
型
の
裁
判
例
で
過
失
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
大
阪
地
判
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
九
日
無
体
集
一
〇
巻
二
号
六
一
七
頁
（
実
用
新
案
権
）

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
用
新
案
権
が
無
効
と
な
っ
た
理
由
が
、
発
明
の
新
規
性
自
体
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
進
歩
性
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、

進
歩
性
の
判
断
は
よ
り
困
難
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
警
告
者
側
の
過
失
を
否
定
し
た
。

（
141 

）
最
判
昭
和
六
三
年
一
月
二
六
日
民
集
四
二
巻
一
号
一
頁
。

（
142 

）
田
村
・
前
掲
注
（
129
）
四
四
八
頁
、
鈴
木
・
前
掲
注
（
129
）
一
八
八
頁
、
金
子
・
前
掲
注
（
129
）
一
二
七
頁
、
愛
知
・
前
掲
注
（
129
）
五
〇
頁
。

（
143 

）
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
八
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
137
）
参
照
。

（
144 

）
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
二
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
三
（
ワ
）
一
五
〇
四
七
）（
商
標
権
）。

（
145 

）
大
阪
地
判
平
成
五
年
七
月
二
二
日LEX

/D
B

文
献
番
号28031988

（
実
用
新
案
権
）。

（
146 

）
大
阪
地
判
平
成
二
七
年
二
月
一
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
六
（
ワ
）
三
一
一
九
）（
特
許
権
）。

（
147 

）
東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
判
時
一
八
六
〇
号
一
一
九
頁
（
実
用
新
案
権
）。

（
148 

）
大
阪
地
判
平
成
一
九
年
二
月
一
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
七
（
ワ
）
二
五
三
五
）（
特
許
権
）。

（
149 

）
知
財
高
判
平
成
一
九
年
五
月
二
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
八
（
ネ
）
一
〇
〇
六
八
）（
特
許
権
）。

（
150 

）
知
財
高
判
平
成
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
判
タ
一
二
七
九
号
二
八
四
頁
（
特
許
権
）。

（
151 

）
従
来
の
分
析
と
し
て
、
林
・
前
掲
注
（
３
）
が
あ
る
。
ま
た
、
瀬
川
・
前
掲
注
（
129
）
一
五
九
頁
は
、
当
時
の
裁
判
例
に
お
け
る
損
害
を
分
析
し
て
、

損
害
の
種
類
に
応
じ
て
過
失
要
件
と
権
利
行
使
論
に
よ
る
違
法
性
阻
却
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
152 

）
大
阪
地
判
平
成
二
九
年
六
月
一
五
日
・
前
掲
注
（
128
）、
大
阪
地
判
昭
和
六
一
年
四
月
二
五
日
判
タ
六
〇
九
号
八
九
頁
（
実
用
新
案
権
）、
東
京
地
判

平
成
二
九
年
三
月
一
六
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
七
（
ワ
）
三
七
三
二
九
）（
著
作
権
）、
東
京
地
判
令
和
二
年
七
月
一
〇
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（
平
成
三
〇
（
ワ
）
二
二
四
二
八
）（
商
標
権
）。

（
153 

）
大
阪
地
判
平
成
元
年
九
月
一
八
日
特
企
二
五
二
号
七
六
頁
（
特
許
権
）、
大
阪
地
判
平
成
二
年
九
月
一
三
日
無
体
集
二
二
巻
三
号
五
七
三
頁
（
実
用
新

案
権
）、
大
阪
地
判
平
成
二
年
一
〇
月
九
日
特
企
二
六
五
号
五
八
頁
（
形
態
模
倣
）、
大
阪
高
判
平
成
三
年
六
月
二
〇
日
知
的
集
二
三
巻
二
号
四
八
一
頁

（
実
用
新
案
権
）、
大
阪
地
判
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
六
日
審
決
公
報
七
号
一
〇
二
九
頁
（
形
態
模
倣
）、
東
京
地
判
平
成
一
一
年
一
月
二
八
日
判
時
一
六

七
〇
号
七
五
頁
（
商
標
権
）、
大
阪
高
判
平
成
一
一
年
一
二
月
二
七
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
一
（
ネ
）
四
五
）（
形
態
模
倣
）、
東
京
高
判
平

成
一
二
年
四
月
一
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
一
（
ネ
）
一
四
六
四
）（
商
標
権
）、
大
阪
地
判
平
成
一
二
年
五
月
二
三
日
特
企
三
七
一
号
五

八
頁
（
実
用
新
案
権
）、
大
阪
地
判
平
成
一
三
年
三
月
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
〇
（
ワ
）
七
八
二
〇
）（
特
許
権
）、
東
京
地
判
平
成
一
九

年
一
二
月
二
六
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
八
（
ワ
）
一
八
二
八
三
）（
意
匠
権
等
）、
大
阪
地
判
平
成
二
七
年
二
月
一
九
日
・
前
掲
注
（
一
四
六
）、

（88－2－53）
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東
京
地
判
平
成
二
七
年
九
月
一
七
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
五
（
ワ
）
一
九
九
七
四
）（
著
作
権
）、
大
阪
地
判
平
成
二
九
年
四
月
二
〇
日
裁

判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
八
年
（
ワ
）
二
六
一
〇
号
）（
形
態
模
倣
）、
東
京
地
判
平
成
二
九
年
八
月
三
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
七

（
ワ
）
三
六
九
八
一
）（
特
許
権
）、
知
財
高
判
平
成
三
〇
年
二
月
二
二
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
九
（
ネ
）
一
〇
〇
八
九
）（
特
許
権
）、
東
京

地
判
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
三
〇
（
ワ
）
二
一
一
五
）（
著
作
権
）。

（
154 

）
名
古
屋
地
判
平
成
五
年
二
月
一
七
日
特
許
庁
公
報
三
六
号
二
一
七
頁
（
特
許
権
・
実
用
新
案
権
）、
大
阪
高
判
平
成
九
年
一
一
月
二
五
日
・
前
掲
注

（
135
）、
大
阪
地
判
平
成
一
六
年
一
二
月
一
六
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
五
（
ワ
）
六
五
八
〇
等
）（
形
態
模
倣
）、
大
阪
地
判
平
成
二
五
年
一

月
三
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
三
（
ワ
）
七
四
〇
七
）（
特
許
権
）、
東
京
地
判
令
和
二
年
三
月
六
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
三
〇
（
ワ
）

一
八
八
七
四
）（
実
用
新
案
権
）。

（
155 

）
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
八
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
一
三
七
）、
大
阪
地
判
平
成
五
年
七
月
二
二
日
・
前
掲
注
（
145
）、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
二

月
一
二
日
判
時
一
八
二
四
号
九
三
頁
（
特
許
権
）、
東
京
地
判
平
成
一
七
年
一
二
月
一
三
日
判
タ
一
二
二
六
号
三
一
八
頁
（
特
許
権
）、
知
財
高
判
平
成

一
八
年
一
月
二
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
七
（
ネ
）
一
〇
〇
六
〇
等
）（
形
態
模
倣
）、
知
財
高
判
平
成
一
八
年
六
月
二
六
日
裁
判
所
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
八
（
ネ
）
一
〇
〇
〇
五
）（
特
許
権
）、
大
阪
地
判
平
成
一
九
年
二
月
一
五
日
・
前
掲
注
（
148
）、
大
阪
地
判
平
成
二
〇
年
五
月
二
〇

日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
六
（
ワ
）
一
〇
九
一
等
）（
商
標
権
）、
大
阪
地
判
平
成
二
六
年
七
月
一
七
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
三
（
ワ
）

九
二
三
八
等
）（
著
作
権
）。

（
156 

）
大
阪
高
判
平
成
五
年
二
月
二
三
日LEX

/D
B

文
献
番
号2802228

（
特
許
権
）、
京
都
地
判
平
成
七
年
一
一
月
三
〇
日LEX

/D
B

文
献
番
号28031860

（
実

用
新
案
権
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
八
月
三
〇
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
五
（
ワ
）
一
〇
三
九
等
）（
商
標
権
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
一

一
月
二
四
日
判
時
一
八
九
六
号
一
四
一
頁
（
形
態
模
倣
）。

（
157 

）
大
阪
地
判
平
成
元
年
九
月
一
八
日
・
前
掲
注
（
153
）、
大
阪
地
判
平
成
二
年
九
月
一
三
日
・
前
掲
注
（
153
）、
大
阪
高
判
平
成
三
年
六
月
二
〇
日
・
前

掲
注
（
153
）、
東
京
地
判
平
成
一
一
年
一
月
二
八
日
・
前
掲
注
（
153
）、
東
京
高
判
平
成
一
二
年
四
月
一
九
日
・
前
掲
注
（
153
）。

（
158 

）
大
阪
地
判
昭
和
五
四
年
六
月
二
九
日
特
企
一
二
九
号
三
三
頁
（
意
匠
権
）、
大
阪
地
判
昭
和
六
〇
年
五
月
二
九
日
判
タ
五
六
七
号
三
〇
七
頁
（
実
用
新

案
権
）、
名
古
屋
地
判
平
成
五
年
二
月
一
七
日
・
前
掲
注
（
154
）、
大
阪
地
判
平
成
五
年
七
月
二
二
日
・
前
掲
注
（
145
）、
大
阪
地
判
平
成
一
一
年
一
二
月

二
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
〇
（
ワ
）
三
〇
〇
八
等
）（
意
匠
権
）、
大
阪
地
判
平
成
一
三
年
三
月
一
日
・
前
掲
注
（
153
）、
大
阪
地
判
平
成

一
三
年
一
二
月
一
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
三
（
ワ
）
二
三
九
〇
）（
実
用
新
案
権
）、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
八
月
二
二
日
裁
判
所
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
三
（
ワ
）
二
七
三
一
七
）（
意
匠
権
）、
大
阪
地
判
平
成
二
五
年
一
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
154
）、
大
阪
地
判
平
成
二
七
年
三
月
二
六

日
判
時
二
二
七
一
号
一
一
三
頁
（
実
用
新
案
権
）、
東
京
地
判
平
成
二
九
年
三
月
一
六
日
・
前
掲
注
（
152
）、
大
阪
地
判
平
成
二
九
年
六
月
一
五
日
・
前

掲
注
（
130
）。
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（
159 

）
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
一
〇
月
二
六
日
判
タ
五
四
三
号
一
七
一
頁
（
特
許
権
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
一
月
二
八
日
判
時
一
八
四
七
号
六
〇
頁
（
商

標
権
、
著
作
権
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
147
）。

（
160 
）
大
阪
地
判
昭
和
六
〇
年
五
月
二
九
日
・
前
掲
注
（
158
）、
大
阪
地
判
平
成
四
年
二
月
二
七
日LEX

/D
B

文
献
番
号27824548

（
特
許
権
）、
東
京
地
判
平

成
六
年
一
二
月
二
六
日
特
許
庁
公
報
四
八
号
三
五
九
頁
（
意
匠
権
）、
大
阪
地
判
平
成
一
二
年
五
月
二
三
日
・
前
掲
注
（
153
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年

三
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
147
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
一
一
月
二
四
日
・
前
掲
注
（
156
）、
知
財
高
判
平
成
一
八
年
一
月
二
五
日
・
前
掲
注
（
155
）、
東

京
地
判
平
成
一
八
年
七
月
六
日
判
タ
一
二
三
三
号
三
〇
八
頁
（
特
許
権
）、
知
財
高
判
平
成
一
九
年
五
月
二
九
日
・
前
掲
注
（
149
）、
大
阪
地
判
平
成
二

〇
年
五
月
二
〇
日
・
前
掲
注
（
155
）、
東
京
地
判
平
成
二
九
年
三
月
一
六
日
・
前
掲
注
（
152
）
大
阪
地
判
平
成
二
九
年
六
月
一
五
日
・
前
掲
注
（
130
）。

（
161 

）
一
〇
〇
〇
万
円
：
大
阪
地
判
平
成
四
年
二
月
二
七
日
・
前
掲
注
（
160
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
147
）。
七
〇
〇
万
円
：
東

京
地
判
平
成
一
八
年
七
月
六
日
・
前
掲
注
（
160
）、
知
財
高
判
平
成
一
九
年
五
月
二
九
日
・
前
掲
注
（
149
）。
六
〇
〇
万
円
：
東
京
地
判
平
成
六
年
一
二

月
二
六
日
・
前
掲
注
（
160
）。
五
〇
〇
万
円
：
大
阪
地
判
昭
和
六
〇
年
五
月
二
九
日
・
前
掲
注
（
158
）。
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
同
様
の
趣
旨
を
含
む

と
理
解
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
一
二
日
・
前
掲
注
（
155
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
一
月
二
八
日
・
前
掲
注
（
159
）、
東

京
高
判
平
成
一
六
年
八
月
三
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
六
（
ネ
）
八
三
六
）（
商
標
権
、
著
作
権
）。

（
162 

）
大
阪
地
判
平
成
元
年
九
月
一
八
日
・
前
掲
注
（
153
）、
大
阪
地
判
平
成
二
年
九
月
一
三
日
・
前
掲
注
（
153
）、
大
阪
高
判
平
成
三
年
六
月
二
〇
日
・
前

掲
注
（
153
）、
大
阪
地
判
平
成
六
年
一
〇
月
二
七
日
特
許
庁
公
報
四
五
号
三
九
三
頁
（
実
用
新
案
権
）、
東
京
地
判
平
成
六
年
一
二
月
二
六
日
・
前
掲
注

（
160
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
一
月
二
八
日
・
前
掲
注
（
159
）、
大
阪
地
判
平
成
一
六
年
一
一
月
一
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
六
（
ワ
）
五

七
一
三
等
）（
商
標
権
）。

（
163 

）
最
判
平
成
一
五
年
三
月
一
一
日
刑
集
二
八
三
号
七
五
三
頁
。

（
164 

）
こ
の
種
の
損
害
を
無
形
損
害
算
定
の
基
礎
と
す
る
も
の
と
し
て
、
田
村
・
前
掲
注
（
129
）
四
五
四
頁
。

（
165 

）
例
え
ば
、
大
阪
地
判
昭
和
六
一
年
四
月
二
五
日
・
前
掲
注
（
152
）、
大
阪
地
判
平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日
・
前
掲
注
（
155
）、
東
京
地
判
平
成
二
四
年

三
月
二
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
二
（
ワ
）
一
四
五
等
）（
形
態
模
倣
）、
大
阪
地
判
平
成
二
七
年
二
月
一
九
日
・
前
掲
注
（
146
）、
大
阪
地

判
平
成
二
七
年
三
月
二
六
日
・
前
掲
注
（
158
）
な
ど
。
金
銭
的
損
害
賠
償
請
求
が
中
心
で
あ
れ
ば
こ
の
方
法
で
も
問
題
は
な
い
。

（
166 

）
ま
た
、
弁
護
士
費
用
の
賠
償
額
を
無
形
損
害
か
ら
独
立
に
の
み
認
定
す
る
際
に
も
、
他
の
損
害
賠
償
請
求
認
容
額
と
の
関
係
で
比
較
的
高
額
な
金
額

を
認
定
す
る
こ
と
が
あ
る
（
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
一
〇
月
二
六
日
・
前
掲
注
（
159
）、
東
京
地
判
平
成
一
八
年
七
月
六
日
・
前
掲
注
（
160
）、
知
財
高

判
平
成
一
九
年
五
月
二
九
日
・
前
掲
注
（
149
）、
東
京
地
判
平
成
二
九
年
八
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
153
）
な
ど
）。

（
167 

）
東
京
地
判
平
成
一
八
年
七
月
六
日
・
前
掲
注
（
160
）、
知
財
高
判
平
成
一
九
年
五
月
二
九
日
・
前
掲
注
（
149
）、
大
阪
地
判
平
成
二
九
年
三
月
二
六
日
・

前
掲
注
（
153
）、
東
京
地
判
令
和
二
年
七
月
一
〇
日
・（
152
）。
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（
168 

）
大
阪
地
判
平
成
五
年
五
月
三
一
日
交
民
集
二
六
巻
三
号
六
九
九
頁
、
大
阪
地
判
平
成
一
三
年
七
月
一
七
日
交
民
集
三
四
巻
四
号
九
二
二
頁
、
東
京
地

判
平
成
一
五
年
三
月
一
二
日
交
民
集
三
六
巻
二
号
三
一
三
頁
、
東
京
地
八
王
子
支
判
平
成
一
六
年
六
月
三
〇
日
交
民
集
三
七
巻
三
号
八
五
九
頁
、
大
阪

地
判
平
成
一
八
年
六
月
二
〇
日
交
民
集
三
九
巻
三
号
八
二
三
頁
な
ど
参
照
。

（
169 
）
対
顧
客
警
告
の
裁
判
例
に
も
、
逸
失
利
益
の
立
証
困
難
を
信
用
損
害
の
構
成
に
よ
っ
て
解
消
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
も
そ
も
逸
失
利
益
の
具
体
的

立
証
を
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
要
求
せ
ず
、
不
競
法
現
九
条
や
民
訴
法
二
四
八
条
に
よ
っ
て
相
当
な
金
額
を
認
定
し
た
り
（
名
古
屋
地
判
平
成
一
五
年
一
〇

月
二
三
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
五
（
ワ
）
八
五
五
）（
著
作
権
）、
東
京
地
判
平
成
一
七
年
一
二
月
一
三
日
・
前
掲
注
（
155
））、
い
わ
ゆ
る

控
え
め
な
認
定
を
用
い
た
り
（
大
阪
地
判
平
成
一
三
年
九
月
二
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
二
（
ワ
）
九
一
〇
四
）（
商
標
権
））、
そ
の
ほ

か
概
算
的
な
認
定
で
満
足
す
る
も
の
は
散
見
さ
れ
る
（
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
三
月
一
七
日
無
体
集
四
巻
一
号
九
八
頁
（
実
用
新
案
権
）、
東
京
地
判
平

成
六
年
一
月
二
八
日
特
企
三
〇
一
号
五
六
頁
（
商
標
権
）、
大
阪
高
判
平
成
九
年
一
一
月
二
五
日
・
前
掲
注
（
135
）、
東
京
地
判
平
成
一
七
年
八
月
二
日

LEX
/D

B

文
献
番
号28101592
（
特
許
権
）
な
ど
）。

（
170 

）
例
え
ば
、
東
京
地
判
平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
〇
（
ワ
）
一
六
九
六
三
）（
特
許
権
）。

（
171 

）
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
一
二
日
・
前
掲
注
（
155
）、
大
阪
地
判
平
成
一
七
年
九
月
二
六
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
六
（
ワ
）
一
二
七

一
三
）（
特
許
権
）、
大
阪
地
判
平
成
二
五
年
一
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
154
）、
東
京
地
判
平
成
二
七
年
九
月
一
七
日
・
前
掲
注
（
153
）、
東
京
地
判
平
成

二
八
年
一
〇
月
二
七
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
二
七
（
ワ
）
一
〇
五
二
二
等
）（
混
同
）
な
ど
。

（
172 

）
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
・
前
掲
注
（
136
）、
広
島
地
福
山
支
判
平
成
七
年
一
月
一
八
日
・
前
掲
注
（
136
）。

（
173 

）
例
外
と
し
て
は
、
相
手
方
が
警
告
に
応
じ
て
製
品
製
造
等
を
停
止
し
た
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
大
口
顧
客
だ
っ
た
取
引
先
が
警
告
者
へ
の
取
引
変
更
を

行
っ
た
こ
と
が
取
引
先
の
証
言
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
対
顧
客
警
告
に
よ
る
具
体
的
な
利
益
の
移
転
の
対
応
が

立
証
で
き
て
い
な
い
事
例
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
逸
失
利
益
を
不
当
利
得
と
構
成
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
大
阪
地
判
平
成
一
九
年
二
月

一
五
日
・
前
掲
注
（
148
）。

（
174 

）
直
接
警
告
も
何
ら
か
の
理
由
で
周
知
さ
れ
れ
ば
信
用
損
害
を
生
じ
う
る
が
、
こ
こ
で
の
信
用
損
害
は
警
告
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
損
害
で
は
な
く
て
、

警
告
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
周
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
付
随
的
な
損
害
に
過
ぎ
ず
、
一
般
的
に
は
警
告
の
相
手
方
が
受
忍
す

べ
き
で
あ
る
。
も
し
警
告
者
自
身
が
直
接
警
告
の
事
実
を
流
布
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
流
布
自
体
を
信
用
毀
損
と
し
て
扱
え
ば
よ
い
。

（
175 

）
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
一
二
日
・
前
掲
注
（
155
）、
東
京
地
判
平
成
一
八
年
三
月
二
四
日
判
タ
一
二
七
九
号
三
〇
七
頁
。
直
接
警
告
の
内
容
自

体
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
直
接
警
告
が
な
さ
れ
た
後
に
対
顧
客
警
告
も
な
さ
れ
て
い
た
事
例
で
直
接
警
告
に
対
し
て
も
責
任
が
追
及
さ
れ
て
い
る
例
と

し
て
、
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
・
前
掲
注
（
136
）、
名
古
屋
地
判
昭
和
五
九
年
八
月
三
一
日
・
前
掲
注
（
137
）、
広
島
地
福
山
支
判
平
成

七
年
一
月
一
八
日
・
前
掲
注
（
136
）。
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お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
侵
害
警
告
に
お
け
る
信
用
損
害
の
分
析
を
通
じ
て
、
信
用
と
い
う
法
益
の
考
察
と
営
業
侵
害
に
お
け
る
信
用
毀
損
の
位
置
づ

け
を
検
討
し
て
き
た
。

　

第
一
に
、
名
誉
と
信
用
と
は
並
列
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
損
害
賠
償
の
内
容
に
は
そ
の
性
質
上
の
違
い
が
顕
著
に
現
れ
て
い

た
。
名
誉
の
場
合
は
個
人
の
人
格
と
外
部
的
評
価
と
し
て
の
名
誉
を
一
応
切
り
離
し
て
考
え
う
る
の
と
は
違
っ
て
、
信
用
の
場
合
に
は
本
体

で
あ
る
経
済
的
能
力
そ
の
も
の
が
外
部
的
評
価
で
あ
る
信
用
の
変
動
に
よ
っ
て
著
し
い
影
響
を
受
け
る
。
信
用
は
営
業
に
対
す
る
単
な
る
外

部
的
評
価
で
は
な
く
、
営
業
の
極
め
て
重
要
な
一
部
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
信
用
毀
損
に
は
営
業
保
護
の
一
環
と
し
て
責
任
成
立
要
件
と
し
て

の
重
要
な
機
能
が
与
え
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
観
点
で
は
、
侵
害
警
告
の
場
面
に
限
ら
ず
信
用
の
保
護
は
逸
失
利
益
の
保
護
と

密
接
な
関
係
を
持
つ
。
し
か
し
、
従
来
は
、
競
争
行
為
以
外
の
営
業
誹
謗
行
為
に
よ
る
信
用
毀
損
は
非
財
産
的
な
人
格
的
名
誉
の
問
題
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
例
は
無
形
損
害
概
念
を
ほ
と
ん
ど
非
財
産
的
損
害
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た

）
（00
（

。
ま
た
、
不
正

競
争
行
為
に
よ
っ
て
信
用
損
害
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
事
例
の
う
ち
で
も
、
そ
の
実
質
が
逸
失
利
益
で
な
い
も
の
も
あ
る

）
（00
（

。
こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
は
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

　

ま
た
、
名
誉
と
信
用
と
の
異
質
性
が
侵
害
警
告
以
外
の
場
面
で
も
妥
当
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
成
立
要
件
及
び
免
責
事
由
に
及
ぼ
す

影
響
も
問
題
と
な
る
。
信
用
毀
損
と
名
誉
毀
損
の
要
件
の
差
異
は
刑
法
で
は
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
民
事
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で

な
い

）
（00
（

。
と
り
わ
け
、
報
道
行
為
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
関
し
て
発
展
し
て
き
た
免
責
事
由
が
、
各
種
の
信
用
毀
損
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
射

程
を
有
し
う
る
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
ま
だ
議
論
が
十
分
で
は
な
い

）
（00
（

。
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
信
用
に
対
す
る
侵
害
の
類
型
化
を
進

め
る
必
要
が
あ
ろ
う

）
（01
（

。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
不
当
な
侵
害
警
告
の
事
例
は
錯
誤
の
一
事
例
と
し
て
も
捉
え
う
る
か
ら
、
そ
の
一
般
的
な
検
討
の
た
め
に
も
材
料
を
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提
供
す
る
。
近
時
で
は
、
誤
想
防
衛
等
の
正
当
化
事
由
の
錯
誤
の
事
例
を
、
損
害
賠
償
法
に
お
い
て
は
刑
法
と
は
異
な
り
故
意
不
法
行
為
と

し
て
位
置
付
け
る
、
と
い
う
方
向
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る

）
（0（
（

。
こ
の
議
論
は
、
侵
害
警
告
の
ほ
か
に
も
不
当
な
仮
処
分
な
ど
正
当
性
を
誤
信
し

て
行
わ
れ
る
類
型
の
不
法
行
為
一
般
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う

）
（00
（

。

　

第
二
に
、
学
説
に
お
け
る
議
論
の
中
心
と
し
て
警
告
者
の
過
失
な
い
し
違
法
性
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
逸

失
利
益
の
数
額
な
い
し
相
当
因
果
関
係
の
立
証
に
争
点
が
移
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
信
用
が
逸
失
利

益
の
立
証
の
緩
和
と
い
う
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
。
こ
の
機
能
の
正
当
性
は
、
信
用
毀
損
の
他
の
事
例
に
お
い
て
信
用
が
逸
失
利
益
の

賠
償
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
を
確
認
し
た
上
で
、
営
業
上
の
逸
失
利
益
が
問
題
と
な
る
そ
の
他
の
事
例
と
比
較
し

つ
つ
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
逸
失
利
益
の
賠
償
は
、
営
業
侵
害
一
般
に
つ
い
て
損
害
賠
償
の
中
核
を
な
し
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
不
当
訴
訟
の
規
律
と
の
関
係
も
、
不
当
な
権
利
主
張
と
い
う
加
害
行
為
の
類
似
性
だ
け
で
な
く
、
損
害
の
内
容
と
被
侵
害
利
益
の
実

質
に
着
目
し
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
の
検
討
は
、
今
後
も
不
当
請
求
・
不
当
訴
訟
の
各
類
型
に
つ
い
て
進
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
章
の
ド
イ
ツ
法
の
判
例
に
現
れ
た
不
当
請
求
の
諸
事
例
で
も
、
被
侵
害
利
益
は
応
許
の
負
担
そ
の
も
の
だ
け

で
は
な
く
、
信
用
毀
損
と
見
ら
れ
る
も
の
、
物
権
や
担
保
権
の
喪
失
と
見
ら
れ
る
も
の
、
目
的
物
の
利
用
・
処
分
の
妨
害
と
見
ら
れ
る
も
の

な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
し
た
い
。

（
176 

）
中
村
哲
也
「
非
競
争
行
為
に
よ
る
営
業
妨
害
に
つ
い
て
―
―
不
法
行
為
法
の
機
能
の
整
理
の
た
め
に
―
―
」
新
潟
大
学
法
政
理
論
二
七
巻
二
号
（
一

九
九
四
年
）
二
五
頁
。

（
177 

）
例
え
ば
高
級
ブ
ラ
ン
ド
の
偽
造
品
を
安
売
り
す
る
こ
と
に
よ
る
信
用
損
害
の
中
心
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
高
級
感
の
希
釈
で
あ
る
（
大
阪
地
判
平
成

六
年
三
月
二
二
日LEX

/D
B

文
献
番
号28022046

、
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
三
月
二
〇
日LEX

/D
B

文
献
番
号28032935

）。

（
178 

）
近
時
の
議
論
状
況
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
建
部
雅
『
不
法
行
為
法
に
お
け
る
名
誉
概
念
の
変
遷
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
一
〇
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
179 

）
裁
判
例
は
一
般
に
、
表
現
行
為
に
よ
る
信
用
毀
損
に
対
し
て
は
名
誉
毀
損
の
こ
の
法
理
を
適
用
す
る
。
侵
害
警
告
に
よ
る
責
任
に
関
す
る
違
法
性
阻
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却
論
に
も
、
こ
の
名
誉
毀
損
法
理
の
影
響
は
窺
わ
れ
た
（
高
部
・
前
掲
注
（
四
）
九
二
頁
）。
こ
の
点
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
瀬
川
・
前
掲
注
（
129
）

一
六
〇
頁
。

（
180 
）
信
用
侵
害
な
い
し
信
用
損
害
（
無
形
損
害
）
が
主
張
さ
れ
る
事
例
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
表
現
行
為
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
諸
種
の
信

用
損
害
に
つ
い
て
の
裁
判
例
の
紹
介
と
し
て
、
升
田
純
『
風
評
損
害
・
経
済
的
損
害
の
法
理
と
実
務
（
第
二
版
）』（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）。

（
181 

）
道
垣
内
弘
人
「
不
法
行
為
に
お
け
る
『
過
失
』
の
対
象
―
―
名
誉
毀
損
事
例
を
出
発
点
に
」
瀬
川
信
久
・
能
見
善
久
・
佐
藤
岩
昭
・
森
田
修
編
『
民

事
責
任
法
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
三
三
九
頁
。

（
182 

）
条
文
上
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
伝
統
的
に
あ
る
種
の
債
権
侵
害
な
ど
特
定
の
不
法
行
為
類
型
に
お
い
て
過
失
で
は
足
り
ず
、
故
意
が
責
任
成
立
要
件

と
し
て
要
求
さ
れ
る
（
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
（
増
補
版
）』（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
二
三
七
頁
）。
そ
し
て
と
り
わ
け
、
有
力
な
学
説
に
お
い
て
、

故
意
は
賠
償
範
囲
の
決
定
基
準
と
し
て
特
別
な
意
義
を
与
え
ら
れ
て
き
た
（
平
井
宜
雄
『
損
害
賠
償
法
の
理
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）

四
五
七
頁
）。
本
文
の
事
例
と
の
関
係
で
も
故
意
概
念
の
内
容
と
機
能
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
重
要
な
問
題
と
な
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

　

最
後
に
、
第
一
節
（
二
）
で
触
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
そ
の
結
果
を
掲
載
す
る
。

（88－2－59）
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「権利侵害警告」に関するアンケート
 九州大学法学研究院
 准教授　高岡　大輔

【ご協力のお願い】
（省略）

※　 権利侵害警告とは、裁判上の手続ではないところで、「特許権、著作権など
自分の権利を侵害している」という理由で、特定の他人に対してある営業
活動をやめるよう警告したり、あるいは特定の他人の取引相手にその者と
の取引を控えるよう警告したりするものです。

以下、平成６年（1994年）５月１日以降のご状況についてご回答ください。

問１．貴社では、他社または個人に対して、上記の権利侵害警告をしたこと、
もしくはしようと計画したことがありますか（単一回答）。

１．したことがある
２．しようと計画したことがある
３．どちらもない　⇒　３ページ問２にお進みください

問１－１．問１で「１．したことがある」または「２．しようと計画したこと
がある」と答えた方に質問です。それはどのような権利の侵害に対する警
告ですか（複数回答可）。

１．特許権　　２．著作権　　３．商標権　　４．その他（　　　　　　　　）

問１－２．問１で「１．したことがある」または「２．しようと計画したこと
がある」と答えた方に質問です。その警告は、どのような内容のものでし
たか（複数回答可）。

１ ．侵害者と考えた者に対して、製造や販売など特定の営業活動の停止を求める。
２．侵害者と考えた者に対して、金銭などの支払いを求める。
３．侵害者と考えた者に対して、自社との交渉に応じるよう求める。
４ ．侵害者と考えた者の顧客に対して、侵害者と考えた者との取引を停止するよう求める。
５．その他（ ）

問１－３．問１で「１．したことがある」と答えた方に質問です。その警告を
受けたとき、相手方はどのように対応しましたか。（複数回答可）

１．全面的に要求に応じる。
２．要求の一部のみ応じる。（応じた要求： ）
３．要求を全面的に拒絶する。
４．要求を無視する。
５．その他（ ）

（法政研究 88－2－60）
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問１－４．問１－３で「２．要求の一部のみ応じる。」または「３．要求を全面
的に拒絶する。」または「４．要求を無視する。」と答えた方に質問です。
その後、相手が応じなかった要求について、どのように対応しましたか。（複
数回答可）

１．訴訟を提起するなど司法的措置をとった（交渉の後で訴訟を提起した場合を含む）。
２．交渉によって解決または妥協した。（内容： ）
３．それ以上の措置をとることなく要求をあきらめた。
４．その他（ ）

問１－５．問１で「１．したことがある」と答えた方に質問です。後に、何らか
の経緯で、警告の根拠としていた権利またはその侵害が実際には存在しない
など、警告は誤っていたと明らかになったことはありますか。（単一回答）

１．ある　　２．ない　　３．その他（ ）

問１－６．問１－５で「１．ある」と答えた方に質問です。警告が誤っていた
ことは、どのような経緯で明らかになりましたか。

問１－７．問１－５で「１．ある」と答えた方に質問です。警告が誤っていた
と明らかになった後、相手方はどのように対応しましたか。

問１－８．問１で「２．しようと計画したことがある」と答えた方に質問です。
警告を実行しなかった理由はなぜですか。

（88－2－61）
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問２．貴社では、他社または個人から、権利侵害警告を受けたことはあります
か。（単一回答）

１．ある　　２．ない⇒　４ページ問３にお進みください

問２－１．問２で「１．ある」と答えた方に質問です。それはどのような権利
の侵害に対する警告ですか。（複数回答可）

１．特許権 ２．著作権 ３．商標権 ４．その他（ ）

問２－２．問２で「１．ある」と答えた方に質問です。その警告は、どのよう
な内容のものでしたか（複数回答可）。

１．侵害者と考えた者に対して、製造や販売など特定の営業活動の停止を求める。
２．侵害者と考えた者に対して、金銭などの支払いを求める。
３．侵害者と考えた者に対して、自社との交渉に応じるよう求める。
４．侵害者と考えた者の顧客に対して、侵害者と考えた者との取引を停止するよう求める。
５．その他（ ）

問２－３．問２で「１．ある」と答えた方に質問です。その警告を受けたとき、
貴社はどのように対応しましたか。（複数回答可）

１．全面的に要求に応じる。
２．要求の一部のみ応じる。（応じた要求： ）
３．要求を全面的に拒絶する。（拒絶の理由： ）
４．要求を無視する。
５．その他（ ）

問２－４．問２－３で「２．要求の一部のみ応じる。」または「３．要求を全面
的に拒絶する。」または「４． 要求を無視する。」と答えた方に質問です。
その後、応じなかった要求について、相手方はどのように対応しましたか。

（複数回答可）
１．訴訟を提起するなど司法的措置をとった（交渉の後で訴訟を提起した場合を含む）。
２．交渉によって解決または妥協した。
３．それ以上の措置をとることなく要求をあきらめた。
４．その他（ ）

問２－５．問２で「１．ある」と答えた方に質問です。後に、何らかの過程で、
相手方の警告の根拠としていた権利またはその侵害が実際には存在しなかっ
たなど、警告は誤っていたと明らかになったことはありますか。（単一回答）

１．ある　　２．ない　　３．その他（ ）

（法政研究 88－2－62）
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問２－６．問２－５で「１．ある」と答えた方に質問です。警告が誤っていた
ことは、どのような経緯で明らかになりましたか。

問２－７．問２－５で「１．ある」と答えた方に質問です。その際、貴社では
どのように対応しましたか。（複数回答可）

１．訴訟外で損害賠償を請求した。（損害の主な内容： ）
２．訴訟を提起して損害賠償を請求した。（損害の主な内容： ）
３．何もしなかった。
４．その他（ ）

問２－８．問２－５で「１．ある」と答えた方に質問です。貴社が問２－７．
のような対応を選択したのは、どのような理由によるものでしたか。

問２－９．問２－７で「１．訴訟外で損害賠償を請求した。」と答えた方に質問
です。その際、相手方はどのように対応しましたか。（複数回答可）

１．全面的に請求に応じた。
２．請求の一部に応じた。（応じた内容： ）
３．請求を全面的に拒絶した。
４．請求を無視した。
５．その他（ ）

問３．貴社では、他社または個人に対して、特許権、著作権など自分の営業上の権
利を侵害しているという理由で訴訟を提起したことがありますか。（単一回答）

１．ある    ２．ない

問３－１．問３で「１．ある」と答えた方に質問です。その訴訟を提起する前に、
裁判外で相手方に権利侵害警告を行いましたか。（単一回答）

１．行った   ２．行わなかった
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問３－２．貴社では、他社または個人から、特許権、著作権など営業上の権利
を侵害したという理由で訴訟を提起されたことがありますか。（単一回答）

１．ある    ２．ない

問３－３．問３－２で「１．ある」と答えた方に質問です。その訴訟が提起さ
れる前に、相手方から裁判外で権利侵害警告を受けましたか。（単一回答）

１．受けた   ２．受けなかった

問４．問１で「１．したことがある」または問２で「１．ある」と答えた方に
質問です。警告の内容、警告の後の推移等について、そのほかに何かあれ
ば教えていただけることがあれば、差し支えない範囲で自由にご回答くだ
さい。

★☆★☆★　アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました　★☆★☆★
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アンケート結果：調査名 ［「権利侵害警告」に関するアンケート］
⑴ 　問１．権利侵害警告をしたこと、もしくはしようと計画したことがあるか...（SA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ したことがある 149 41.5
２ しようと計画したことがある 21 5.8
３ どちらもない 186 51.8
　 不明 ３ 0.8
　 全体 359 100.0

⑵　問１－１．どのような権利の侵害に対する警告か...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 特許権 100 58.8
２ 著作権 34 20.0
３ 商標権 99 58.2
４ その他 26 15.3

　　　主な内容（複数回答可）： 意匠権 （13）（7.7）
 模倣品・デッドコピー （３）（1.8）
  不競法に基づく警告とのみ

回答されたもの
（13）（7.7）

　 不明 ０ 0.0
　 非該当 189 　
　 全体 170 100.0

⑷ 　問１－２．その警告は、どのような内容のものか...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 侵害者と考えた者に対して、製造や販売など特定の営業活動

の停止を求める。
134 78.8

２ 侵害者と考えた者に対して、金銭などの支払いを求める。 55 32.4
３ 侵害者と考えた者に対して、自社との交渉に応じるよう求める。 56 32.6
４ 侵害者と考えた者の顧客に対して、侵害者と考えた者との取

引を停止するよう求める。
12 7.1

５ その他 20 11.8
　 不明 １ 0.6
　 非該当 189 　
　 全体 170 100.0

⑹　問１－３．警告を受けたとき、相手方の対応...（ＭＡ）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 全面的に要求に応じる。 93 62.4
２ 要求の一部のみ応じる。 48 32.2

　　　一部応諾の主な内訳：商品の製造・販売の停止 （14）（9.4）
　　　　　　　　　　　　　要求した金額の一部の支払い （10）（6.7）
　　　　　　　　　　　　　在庫分だけの販売を認める （２）（1.3）

３ 要求を全面的に拒絶する。 70 47.0
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４ 要求を無視する。 34 22.8
５ その他 ６ 4.0
　 不明 １ 0.7
　 非該当 210 　
　 全体 149 100.0

⑼ 　問１－４．相手が応じなかった要求について、どのように対応したか...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 訴訟を提起するなど司法的措置をとった。 48 44.9
２ 交渉によって解決または妥協した。 51 47.7
３ それ以上の措置をとることなく要求をあきらめた。 36 33.6
４ その他 ６ 5.6
　 不明 ２ 1.9
　 非該当 252 　
　 全体 107 100.0

⑿　問１－５．警告は誤っていたと明らかになったことはあるか...（SA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ ある ７ 4.7
２ ない 138 92.6
３ その他 １ 0.7
　 不明 ３ 2.0
　 非該当 210 　
　 全体 149 100.0

⒀　問１－６．誤っていたことが明らかになった経緯（記述）
（主な回答内容の趣旨） n %
相手方からの資料提示・説明によって明らかになった。 ４ 57.1
特許無効審判によって明らかになった。 ３ 42.8
裁判の判決によって明らかになった。 １ 14.3
全体 ７ 100

⒁　問１－７．警告が誤っていたときの相手方の対応（記述）
（主な回答内容の趣旨） n %
和解 ２ 28.6
何もしなかった １ 14.3
争った ２ 28.6
不明 ２ 28.6
全体 ７ 100

⒂　問１－８．警告を計画して実行しなかった理由（記述）
（主な回答内容の趣旨） n %
立証困難など、手続上の問題 ６ 28.6
権利の有効性・侵害の該当性などに自信がなかった ４ 19.0
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警告の前に相手が対応した ４ 19.0
費用対効果 ２ 9.5
顧客との関係（侵害者と共通の顧客を持っているなど） ２ 9.5
相手方からの権利行使のリスク １ 4.7
不明 ２ 9.5
全体 21 100

⒄　問２．権利侵害警告を受けたことはあるか...（SA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ ある 176 49.0
２ ない 182 50.7
　 不明 １ 0.3
　 全体 359 100.0

⒅　問２－１．どのような権利の侵害に対する警告か...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 特許権 128 71.7
２ 著作権 33 18.8
３ 商標権 56 31.8
４ その他 26 14.8

　　　その他の主な内訳：意匠権 （13）（7.4）
　　　　　　　　　　　　デッドコピー・模倣 （３）（1.7）
　　　　　　　　　　　　実用新案権 （２）（1.1）
　　　　　　　　　　　　不競法とのみ回答されたもの （９）（5.1）

　 不明 ０ 0.0
　 非該当 183 　
　 全体 176 100.0

⒇　問２－２．その警告は、どのような内容のものか...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 侵害者と考えた者に対して、製造や販売など特定の営業活動

の停止を求める。
112 63.6

２ 侵害者と考えた者に対して、金銭などの支払いを求める。 89 50.6
３ 侵害者と考えた者に対して、自社との交渉に応じるよう求める。 73 41.5
４ 侵害者と考えた者の顧客に対して、侵害者と考えた者との取

引を停止するよう求める。
８ 4.5

５ その他 14 8.0
　 不明 １ 0.6
　 非該当 183 　
　 全体 176 100.0

�　問２－３．警告を受けたときの対応...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 全面的に要求に応じる。 40 22.7
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２ 要求の一部のみ応じる。 60 34.1
　　　一部応諾の主な内訳： 金銭（賠償、ライセンス料、実

施料）の支払い
（19）（10.8）

　　　　　　　　　　　　　 製造・販売停止や名称変更によ
る侵害回避

（16）（9.1）

　　　　　　　　　　　　　交渉には応じる （４）（2.2）
３ 要求を全面的に拒絶する。 107 60.8

　　　拒絶した主な理由：自社の行為が侵害に当たらない （57）（32.4）
　　　　　　　　　　　　 特許無効、期間経過など権利が存

在していない
（21）（11.9）

４ 要求を無視する。 10 5.7
５ その他 22 12.5
　 不明 ３ 1.7
　 非該当 183 　
　 全体 176 100.0

� 　問２－４．応じなかった要求について、相手方はどのような対応をしたか...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 訴訟を提起するなど司法的措置をとった。 50 36.8
２ 交渉によって解決または妥協した。 60 44.1
３ それ以上の措置をとることなく要求をあきらめた。 60 44.1
４ その他 ９ 6.6
　 不明 11 8.1
　 非該当 223 　
　 全体 136 100.0

�　問２－５．警告は誤っていたと明らかになったことはあるか...（SA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ ある 61 34.7
２ ない 98 55.7
３ その他 14 8.0
　 不明 ３ 1.7
　 非該当 183 　
　 全体 176 100.0

�　問２－６．誤っていたことが明らかになった経緯（記述）
（主な回答内容の趣旨） n %
自社側での調査によって明らかになった。 26 40.6
訴訟あるいは判決によって明らかになった。 15 23.4
相手との訴訟外でのやり取り・交渉の途中で明らかになった。 10 15.6
特許無効審判・特許異議申し立てによって明らかになった。 ９ 14.1
同様の警告を受けた他社の対応によって明らかになった。 ３ 4.7
事前に当該権利を知って侵害を回避していた。 １ 1.6
全体 64 100
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�　問２－７．どのように対応したか...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 訴訟外で損害賠償を請求した。 ３ 4.9
２ 訴訟を提起して損害賠償を請求した。 ３ 4.9
３ 何もしなかった。 44 72.1
４ その他 16 26.2
　 不明 １ 1.6
　 非該当 298 　
　 全体 61 100.0

�　問２－８．そのように対応した理由（記述）
（主な回答内容の趣旨） n
実質的損害がなかったため何もしなかった。 10
費用対効果を考慮して何もしなかった。 ９
紛争の終了を優先して何もしなかった。 ４
相手方との今後の関係を考慮して何もしなかった。 ３
一時的に製造を停止した損害、利益機会損失の損害賠償を請求した。 ２

�　問２－９．相手方の対応...（MA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 全面的に請求に応じた。 ２ 66.7
２ 請求の一部に応じた。 ３ 100.0
３ 請求を全面的に拒絶した。 １ 33.3
４ 請求を無視した。 １ 33.3
５ その他 ０ 0.0
　 不明 ０ 0.0
　 非該当 356 　
　 全体 ３ 100.0

� 　問３．特許権、著作権など自分の営業上の権利を侵害しているという理由
で訴訟を提起したことはあるか...（SA）

No. カテゴリー名 ｎ %
１ ある 67 18.7
２ ない 283 78.8
　 不明 ９ 2.5
　 全体 359 100.0

�　問３－１．裁判外で相手方に権利侵害警告を行ったか...（SA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 行った 61 91.0
２ 行わなかった ５ 7.5
　 不明 １ 1.5
　 非該当 292 　
　 全体 67 100.0
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� 　問３－２．特許権、著作権など営業上の権利を侵害したという理由で訴訟
を提起されたことはあるか...（SA）

No. カテゴリー名 ｎ %
１ ある 83 23.1
２ ない 224 62.4
　 不明 52 14.5
　 全体 359 100.0

�　問３－３．相手方から裁判外で権利侵害警告を受けたか...（SA）
No. カテゴリー名 ｎ %
１ 受けた 70 84.3
２ 受けなかった 12 14.5
　 不明 １ 1.2
　 非該当 276 　
　 全体 83 100.0

�　問４．自由記述
（主な回答内容の趣旨）
この種の紛争の多くは、訴訟に至る前に金銭支払いや和解・仲裁で終了す
る（８件）。
この種の紛争は訴訟に至ったとしても和解で終了することが多い（５件）。
外国企業との間でこの種の紛争を経験した（４件）。
紛争が長引くよりもビジネスに集中したい（２件）。
警告をする前には、必ず試買等の調査を行う。
商品の入れ替わりが激しい業界では、大きなトラブルにはならない。
請求を拒絶すると相手が対顧客警告に移行した。相手の特許は無効だと考
えたが、無効審判にかかる時間・費用を考慮すると顧客の理解が得られな
いため、金銭を支払って終了した。

ⅰ

ⅰ　本研究は科学研究費補助金（19K23153）の助成を受けたものである。
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