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独禁法の
み

ち
し

る
べ

ト ラ ブ ル を 解 決 す る

道標用
行
為
が
問
題
と
な
り
得
る
の
は
、こ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
み
で
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。取
引
関
係
に
入
る
企
業
間

に
お
い
て
、例
え
ば
交
渉
力
に
格
差
が

あ
り
一
方
当
事
者
に
不
利
な
契
約
条

項
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
、こ
れ
が
優

越
的
地
位
濫
用
に
該
当
す
る
場
合
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
。ま
た
、か
か
る

濫
用
行
為
の
是
正
が
公
取
委
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
可
能
性
が
低
い
の
で

あ
れ
ば
、民
事
訴
訟
に
よ
る
私
的
執
行

に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ

が
、今
回
取
り
扱
う
問
題
で
あ
る
。

は
じ
め
に

「
優
越
的
地
位
濫
用
」は
、公
取
委
が

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
設
け
る
な
ど
し

て
積
極
的
な
執
行
を
行
っ
て
い
る
違

反
行
為
類
型
で
あ
る
が
、最
近
の
違
反

被
疑
事
件
審
査
に
お
い
て
主
に
念
頭

に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、も
っ
ぱ
ら
、

継
続
的
取
引
関
係
な
ど
を
背
景
と
し

た
濫
用
行
為
に
対
す
る
規
制
で
あ
る
。

し
か
し
、企
業
間
取
引
に
お
い
て
濫

続
売
買
取
引
契
約
お
よ
び
附
属
協
定

書
を
締
結
し
て
お
り
、そ
こ
に
は
、Ｙ

の
営
業
地
域（
岐
阜
県
内
の
一
部
）、排

他
的
取
引
条
項（
理
由
の
い
か
ん
を
問

わ
ず
Ｘ
以
外
の
者
か
ら
仕
入
れ
を
し

な
い
）、違
約
金（
排
他
的
取
引
条
項
の

違
約
に
対
し
て
、50
万
円
）が
定
め
ら

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、Ｙ
が
昭
和
44

年
に
Ｘ
以
外
の
者
か
ら
商
品
を
仕
入

れ
た
た
め
、Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
、引
渡
し

済
み
の
商
品
代
金
お
よ
び
違
約
金
の

支
払
い
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た

（
図
表
1
）。裁

判
所
の

判
断
の
ポ
イ
ン
ト

Ⅱ裁
判
所
は
、本
件
継
続
売
買
取
引
契

約
が
排
他
的
取
引
条
項
を
設
け
、同
条

項
違
反
に
対
し
て
違
約
金
を
課
す
こ

と
に
よ
っ
て
履
行
を
強
制
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、独
禁
法
の
観
点
か
ら

以
下
の
と
お
り
判
示
し
た
。

す
な
わ
ち
、独
禁
法
の「
禁
止
規
定

に
違
反
し
た
私
法
上
の
契
約
の
効
力

に
つ
い
て
は
一
律
に
有
効
・
無
効
を
論

ず
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、各
具
体
的

法
上
効
力
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
事

件
で
あ
る
。

工
具
製
造
販
売
業
者（
以
下「
Ｘ
」と

い
う
）は
、自
動
車
整
備
工
具
販
売
に

お
い
て
50
年
余
り
の
実
績
を
有
し
、年

間
売
上
高
は
約
8
億
円（
昭
和
40
年
代

後
半
）に
達
す
る
中
堅
企
業
で
あ
っ

た
。一
方
、販
売
業
者（
以
下「
Ｙ
」と
い

場
合
に
応
じ
自
由
な
競
争
の
促
進
と
、

取
引
の
安
全
確
保
と
い
う
両
極
端
の

利
益
較
量
の
上
に
立
ち
、当
該
場
合
に

い
ず
れ
を
優
先
せ
し
め
る
こ
と
が
最

も
正
義
衡
平
の
観
念
に
合
致
す
る
か

に
よ
つ
て
、有
効
・
無
効
を
決
す
る
べ

き
」で
あ
る
。
そ
し
て
、「
履
行
を
法
律

上
強
制
す
る
な
ら
ば
、本
来
独
禁
法
が

禁
遏
し
よ
う
と
し
て
い
た
独
占
状
態

の
実
現
に
直
接
か
つ
積
極
的
に
奉
仕

す
る
結
果
を
招
来
し
て
し
ま
う
よ
う

な
契
約
は
そ
れ
自
体
著
し
く
正
義
に

反
す
る
も
の
と
し
て
い
か
な
る
意
味

に
お
い
て
も
有
効
た
り
え
な
い
も
の

と
解
す
べ
き
で
あ
る
」。

そ
の
う
え
で
判
決
は
、具
体
的
事
実

関
係
と
し
て
、①
Ｙ
は
Ｘ
の
岐
阜
営
業

所
と
い
う
商
号
を
使
用
す
る
が
、実
質

的
に
は
独
立
採
算
の
取
引
先
に
す
ぎ

な
い
こ
と
、②
商
品
を
一
定
の
価
格
以

下
で
販
売
で
き
な
い
よ
う
に
厳
重
に

統
制
さ
れ
、一
方
的
に
Ｘ
が
決
定
し
得

る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、③
営
業
区
域

が
岐
阜
県
内
の
一
部
に
限
定
さ
れ
て

お
り
、充
分
な
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
の
利
益
保
障
も
な

か
っ
た
こ
と
等
を
挙
げ
、こ
れ
ら
の
事

実
関
係
の
下
に
お
い
て
排
他
的
取
引

う
）は
、Ｘ
の
営
業
所
を
称
し
て
工
具

販
売
営
業
を
開
始
す
る
ま
で
は
一
介

の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
り
、こ
の
方
面

で
は
ま
っ
た
く
の
門
外
漢
で
あ
り
、営

業
開
始
に
際
し
て
1
0
0
万
円
程
度

の
資
金
を
用
意
し
た
に
す
ぎ
な
い
零

細
業
者
で
あ
っ
た
。

Ｘ
は
Ｙ
と
の
間
で
、昭
和
43
年
に
継

本
稿
で
は
、か
か
る「
取
引
開
始
時

に
お
け
る
優
越
的
地
位
」を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
、裁
判
所
に
お
い
て
既
に

判
断
が
示
さ
れ
て
お
り
、契
約
条
項
が

無
効
と
さ
れ
た
事
例
が
現
に
存
在
す

る
こ
と
を
紹
介
し
、契
約
締
結
交
渉
に

あ
た
っ
て
両
当
事
者
が
留
意
す
べ
き

点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

事
案
の
概
要

Ⅰ畑
屋
工
機
事
件（
名
古
屋
地
判
昭

49
・
5
・
29
判
時
7
6
8
号
73
頁
）は
、

工
具
製
造
販
売
業
者
が
そ
の
供
給
す

る
工
具
の
販
売
業
者
に
対
し
て
課
し

た
排
他
的
取
引
条
項
に
関
し
て
、当
該

排
他
的
取
引
条
項
へ
の
違
反
に
対
す

る
違
約
金
条
項
を
設
け
て
履
行
を
強

制
し
て
い
る
こ
と
が
優
越
的
地
位
濫

用
に
該
当
し
、当
該
違
約
金
条
項
が
私

継続売買取引契約・附属協定書を締結（排他的取引条
項・違約金条項を規定）

Yが継続売買取引契約に違反して、ほかから商品を仕入
れた

XがY所有車両から商品を引上げて領置。Yも在宅して
これに立会い、商品の積込みを手伝った。XはYに対し
代金の支払方法について協議したいから名古屋に出て
来るように告げ、Yもこれを了承した。

Yは、X方に赴けば違約を責められて自己に不利益
な約定を承知させられる破目に陥ることをおそれ、
一方的に訪問の約束を破った。そのため、X･Yの間
の話し合いがなされないまま日時が経過した。

Xが、売買代金債権および違約金債権を請求債権とし
て、Yの動産を仮差押え

Xが、同一の売買代金債権および違約金債権を請求債権
として、Yの商品を仮差押え

XがYに対して、引渡し済みの商品代金および違約金の
支払請求訴訟を名古屋地裁に提起

8月12日

3月14日以降

3月26日

5月26日

6月4日

7月

図表1　事件の時系列まとめ

昭 和

43年

44年

01年東京大学法学部卒業。02年弁護士登録。07～
10年公取委審査官として国際カルテル・知財権濫
用事件審査、海外競争当局との協議等を担当。英国
法律事務所出向を経て11年に弁護士業務に復帰
したのち、独禁法民事訴訟・仮処分4件、公取委違
反行為審査・命令対応5件など独禁法に関し日本
企業・海外企業に対して幅広く助言を行っている。
東京理科大学大学院知的財産戦略専攻准教授、筑
波大学ロースクール講師、日弁連独禁法改正問題
ワーキンググループ委員、日弁連通信秘密保護制
度確立ワーキンググループ事務局次長、第二東京
弁護士会経済法研究会幹事、東京大学比較法政研
究センター外国競争法事例研究会幹事、日本ライ
センス協会独禁法ワーキンググループリーダー。
講演・著作多数。
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トラブルを解決する 独禁法の道標

き
な
支
障
を
来
す
」こ
と
（
後
述
Ⅲ

参
照
）に
結
び
つ
く
重
要
な
要
素
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。こ
の
考
え
方
に
よ

る
と
す
れ
ば
、優
越
的
地
位
に
係
る
主

張
立
証
は
濫
用
行
為
に
係
る
主
張
立

証
と
相
当
程
度
重
複
す
る
と
い
え
る

か
ら
、優
越
的
地
位
に
関
し
て
実
質
的

な
立
証
が
必
要
と
な
る
の
は
、い
わ
ゆ

る
双
方
優
越
事
案
な
ど
限
ら
れ
た
事

案
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る
と
い
っ

て
よ
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
裁
判

所
お
よ
び
公
取
委
に
お
け
る
判
断
枠

組
み
が
今
後
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な

深
化
を
と
げ
て
い
く
か
注
目
さ
れ
る

（「
攻
め
4

4

の
」被
告
Ｙ
の
戦
略
を
参
照
）。

「
取
引
開
始
時
に
お
け
る

優
越
的
地
位
」の
認
定

Ⅲ「
事
業
経
営
上
大
き
な
支
障
」

基
準
の
再
検
討

畑
屋
工
機
判
決
は
、取
引
開
始
時
に

お
け
る
優
越
的
地
位
が
認
定
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
、か
つ
取
引
契
約（
の
一

部
条
項
）の
私
法
上
の
効
力
が
訴
訟
手

続
を
通
じ
て
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

条
項
を
設
け
、同
条
項
違
反
に
対
し
て

違
約
金
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
履
行

を
強
制
し
て
い
る
こ
と
は
優
越
的
地

位
濫
用
に
該
当
し
、か
つ
、独
禁
法
が

禁
遏
し
よ
う
と
し
て
い
た
独
占
状
態

の
実
現
に
直
接
か
つ
積
極
的
に
奉
仕

す
る
と
判
示
し
て
、違
約
金
条
項
の
私

法
上
の
効
力
を
否
定
し
た
。

本
判
決
は
、他
の
下
級
審
裁
判
例
に

も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、優
越
的

地
位
の
認
定
と
濫
用
行
為
の
認
定
を

明
確
に
区
別
し
て
別
個
に
論
じ
る
こ

と
な
く
、前
記
②
③
の
よ
う
に
契
約
条

項
の
一
方
的
不
利
益
性
を
具
体
的
に

指
摘
し
、そ
の
実
効
性
を
担
保
し
て
い

る
違
約
金
条
項
を
い
わ
ゆ
る
過
大
な

不
利
益
に
当
た
る
も
の
と
み
て
、私
法

上
の
効
力
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。

な
お
、公
取
委
実
務
は
こ
の
よ
う
な

判
断
手
法
と
は
異
な
り
優
越
的
地
位

認
定
と
濫
用
行
為
認
定
を
明
確
に
区

別
し
て
い
る
、と
理
解
す
る
向
き
も

あ
っ
た
が
、公
取
委
が
近
年
の
公
取
委

審
判
審
決
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た

認
定
手
法
に
お
い
て
は
、不
利
益
な
負

担
等
を
取
引
当
事
者
が
受
け
入
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
が「
事
業
経
営
上
大

自
由
化
の
拡
大
方
針
と
と
も
に
、日
本

企
業
が
競
っ
て
技
術
導
入
を
行
い
、契

約
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
る
よ
り

先
に
ま
ず
サ
イ
ン
を
す
る
と
い
う
状

況
で
あ
っ
た
こ
と
、②
小
松
製
作
所
も

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
契
約
蹄
結

に
至
っ
た
こ
と
、③
当
時
は
、海
外
の

建
設
機
械
の
有
力
メ
ー
カ
ー
の
多
く

が
日
本
の
他
の
競
合
メ
ー
カ
ー
と
技

術
提
携
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、

ビ
サ
イ
ラ
ス
の
小
松
製
作
所
に
対
す

る
優
越
的
地
位
の
認
定
は
、単
に
技
術

の
優
越
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、こ
の
よ
う

な
競
争
事
業
者
全
体
の
状
況
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
た
旨
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
事
案
の
よ
う
に
、取
引
を
開
始

し
な
け
れ
ば
同
業
他
社
に
よ
る
事
業

展
開
の
動
き
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
う
、

と
い
う
状
況
の
下
に
お
い
て
交
渉
が

を
行
う
に
あ
た
り
、改
良
発
明
の
譲
渡

義
務
を
定
め
る
条
項
等
が
合
弁
契
約

中
に
設
け
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る（
図
表
2
）。公
取
委
は
、当
該
契
約

条
項
が
優
越
的
地
位
濫
用
に
該
当
す

る
国
際
契
約
で
あ
る
と
し
て
排
除
勧

告
を
行
い
、ま
た
審
判
開
始
決
定
を
し

た（
そ
の
後
、当
該
合
弁
会
社
が
解
散
・

行
わ
れ
締
結
に
至
る
契
約
は
少
な
く

な
い
と
思
わ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
事
案

を
競
争
事
業
者
全
体
の
状
況
に
基
づ

い
て
検
討
す
れ
ば
、契
約
を
締
結
し
て

取
引
を
開
始
し
な
い
こ
と
が「
事
業
経

営
上
大
き
な
支
障
を
来
す
」と
い
え
る

場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
取
引
依
存
度
」基
準
の

再
検
討

優
越
的
地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
お
よ
び
公
取
委「
役
務
の
委
託
取
引

に
お
け
る
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
関

す
る
独
占
禁
止
法
上
の
指
針
」（
平
成

10
年
3
月
17
日
、平
成
23
年
6
月
23
日

最
終
改
正
）（
以
下「
委
託
取
引
優
越
的

地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」と
い
う
））

は
、優
越
的
地
位
の「
判
断
に
当
た
っ

て
は
、乙
の
甲
に
対
す
る
取
引
依
存

清
算
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
か
ら
、審

判
手
続
は
打
ち
切
ら
れ
た
）。

公
取
委
担
当
官
解
説
注4）
は
、審
判
開

始
決
定
書
記
載
の
契
約
締
結
に
至
る

経
緯
が
、ビ
サ
イ
ラ
ス
の
小
松
製
作
所

に
対
す
る
優
越
的
地
位
を
示
す
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
旨
説
明
し
た
う

え
で
、①
契
約
締
結
当
時
の
日
本
は
、

る
。
同
様
の
判
断
は
、他
の
裁
判
例
に

お
い
て
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
取
引

開
始
時
に
お
け
る
優
越
的
地
位
」を
ど

の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
認
定
す

べ
き
か
、と
い
う
点
で
あ
る
注1）
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、公
取
委「
優
越

的
地
位
の
濫
用
に
関
す
る
独
占
禁
止

法
上
の
考
え
方
」（
平
成
22
年
11
月
30

日
）（
以
下「
優
越
的
地
位
濫
用
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」と
い
う
）は
、優
越
的
地
位
に

つ
い
て
、「
甲
が
取
引
先
で
あ
る
乙
に

対
し
て
優
越
し
た
地
位
に
あ
る
と
は
、

乙
に
と
っ
て
甲
と
の
取
引
の
継
続
が

困
難
に
な
る
こ
と
が
事
業
経
営
上
大

き
な
支
障
を
来
す
た
め
、甲
が
乙
に

と
っ
て
著
し
く
不
利
益
な
要
請
等
を

行
っ
て
も
、乙
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
ざ

る
を
得
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
」と

し
て
い
る
。公
取
委
は
こ
の
定
義
に
つ

い
て
、「
新
た
に
継
続
し
て
取
引
し
よ

う
と
す
る
相
手
方
と
の
関
係
」で
は

「
相
手
方
と
の
取
引
継
続
が
困
難
と
な

る
こ
と
が
事
業
経
営
上
大
き
な
支
障

を
来
す
こ
と
と
な
る
可
能
性
は
低
い
」

と
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
注2）
、こ
れ
は

優
越
的
地
位
濫
用
規
制
の
適
用
範
囲

を
不
当
に
狭
め
る
も
の
で
あ
り
妥
当

で
は
な
い
旨
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
注3）
。

裁
判
所
は
公
取
委
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、優

越
的
地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
取

引
開
始
時
に
お
け
る
優
越
的
地
位
が

認
定
さ
れ
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い

る
も
の
で
は
な
い
の
で
、結
局
は
事
案

ご
と
の
事
実
認
定
に
よ
る
こ
と
と
な

る
と
思
わ
れ
る
が
、優
越
的
地
位
濫
用

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
公
表
当
時（
平
成
22

年
）に
お
け
る
公
取
委
の
姿
勢
が
こ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
識

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。劣
位
に
あ
る

旨
主
張
す
る
事
業
者
は
、裁
判
所
が
優

越
的
地
位
認
定
に
対
し
て
消
極
的
姿

勢
を
と
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、優
越
的

地
位
認
定
の
手
法
に
つ
い
て
一
応
の

説
明
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

（「
攻
め
4

4

の
」被
告
Ｙ
の
戦
略
を
参
照
）。

公
取
委
が
取
引
開
始
時
に
お
け
る

優
越
的
地
位
を
認
定
し
た
と
み
ら
れ

る
事
例
と
し
て
、小
松
・
ビ
サ
イ
ラ
ス

事
件（
昭
和
54
年（
判
）第
2
号
、昭
和

56
年
10
月
26
日
審
判
手
続
打
切
決
定
）

が
あ
る
。
こ
の
事
案
は
、我
が
国
所
在

の
建
設
機
械
メ
ー
カ
ー
（
小
松
製
作

所
）が
米
国
所
在
の
建
設
機
械
メ
ー

カ
ー
（
ビ
サ
イ
ラ
ス
）か
ら
技
術
導
入

注1） この問題を具体的に論じた論稿
として、舟田正之「取引開始の際に行
われる優越的地位の濫用」（ http://
www.pluto.dti.ne.jp/~funada/1504
torihikikaishinosainoyuetsutekichii
ranyo20150509.doc）がある。
また、業界の特性などを念頭において
問題提起や議論が行われることもあ
り、その一例として、コンビニエンス
ストアなどフランチャイズチェーン
加盟店契約について、フランチャイ
ズ・システムの構造や契約自体に加盟
店本部の優越的地位が内在している
旨論じる見解がみられる。参照、長谷
河亜希子「フランチャイズ・システム
と優越的地位の濫用（1）」公正取引
721号12頁以下。

注2） 公取委「「優越的地位の濫用に関
する独占禁止法上の考え方」（原案）に
対する意見の概要とこれに対する考
え方」7頁。

注3） 岡田外司博「優越的地位の濫用
規制の最近の展開」日本経済法学会年
報35号5頁以下。

注4） 石田英遠「建設機械の技術導入
にかかる国際契約違反事件」公正取引
376号20頁。

図表2　小松・ビサイラス事件の概要

ビサイラス・
エリー・

カンパニー

総合商社

小松
製作所

合 弁 事 業 契 約（合弁会社の設立・運営契約）

技術契約
製造契約

ディストリ
ビューター契約

（技術援助契約）

（下請け製造・納入契約）

小松
ビサイラス

合弁会社

［出資比率］
小松製作所	 40％
ビサイラス	 40%
総合商社	 20％
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ま
た
は
支
店
の
）総
売
上
げ
で
除
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
取
引
依
存
度
が
算
出

さ
れ
て
い
る
が
（
例
え
ば
、3
％
）、優

越
的
地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、

優
越
的
地
位
を
認
定
す
る
た
め
の
客

観
的
・
定
量
的
な
数
値
基
準
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。

取
引
開
始
時
の
優
越
的
地
位
濫
用

事
案
に
お
い
て
は
、被
疑
優
越
事
業
者

向
け
の
売
上
げ
が
存
在
し
な
い（
取
引

開
始
後
に
は
じ
め
て
売
上
げ
が
計
上

度
、甲
の
市
場
に
お
け
る
地
位
、乙
に

と
っ
て
の
取
引
先
変
更
の
可
能
性
、そ

の
他
甲
と
取
引
す
る
こ
と
の
必
要
性

を
示
す
具
体
的
事
実
を
総
合
的
に
考

慮
す
る
」と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、公
取

委
排
除
措
置
命
令
・
課
徴
金
納
付
命
令

に
対
す
る
審
判
事
件
に
お
い
て
は
、

「
取
引
依
存
度
」の
解
釈
が
重
要
争
点

の
一
つ
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。公
取

委
実
務
に
お
い
て
は
、納
入
業
者
の
被

疑
優
越
事
業
者
向
け
売
上
げ
を（
全
社

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、取
引
の
一
方
当
事
者

が
取
引
開
始
時
に
お
い
て
優
越
的
地

位
に
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
実

際
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、優
越
事
業

者
と
な
り
得
る
当
事
者
は
、将
来
の
民

事
訴
訟
に
よ
り
契
約
条
項
の
効
力
を

否
定
さ
れ
る
と
い
う
想
定
外
の
事
態

を
招
か
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る（「
守
り
4

4

の
」原
告
Ｘ
の
戦

略
を
参
照
）。

状
況
に
は
な
か
っ
た
と
判
示
し
て
、優

越
的
地
位
の
存
在
を
否
定
し
た
。こ
こ

で
は
、公
取
委
実
務
に
お
い
て
み
ら
れ

る
よ
う
な
計
算
は
行
わ
れ
る
こ
と
な

く
、む
し
ろ
、劣
位
に
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
事
業
者
の
経
験
や
既
存
取
引

先
と
の
間
の
取
引
実
績
に
関
す
る
定

性
的
事
実
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

劣
位
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
事

業
者
の
経
験
、取
引
実
績
等
を
重
視
す

る
と
い
う
判
断
手
法
は
、畑
屋
工
機
事

優
越
的
地
位
濫
用（
独
禁

法
）と
公
序
良
俗（
民
法
）

Ⅳ本
稿
で
は
、い
く
つ
か
の
事
案（
民

事
訴
訟
裁
判
例･

公
取
委
先
例
）を
紹

介
し
た
が
、こ
れ
ら
事
案
に
つ
い
て
民

事
訴
訟
等（
本
案
訴
訟･

差
止
仮
処
分
）

の
提
起
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、公
序

良
俗
違
反（
民
法
90
条
）と
の
関
係
が

気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

件
判
決
が
Ｙ
に
つ
い
て「
全
く
の
門
外

漢
」で
あ
る
旨
を
認
定
し
た
こ
と
や
、

公
取
委
が
前
掲
・
小
松
・
ビ
サ
イ
ラ
ス

事
件
に
お
い
て
技
術
力
の
格
差
を
考

慮
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
と
相
通
じ

る
も
の
が
あ
る
。こ
れ
を「
取
引
依
存

度
」の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
か
は
さ

て
お
き
、こ
れ
が
優
越
的
地
位
認
定
に

お
け
る
考
慮
要
素
と
さ
れ
る
と
い
う

点
に
お
い
て
、裁
判
所
と
公
取
委
の
考

え
方
に
は
特
段
の
相
違
は
な
い
と
み

さ
れ
る
）の
で
、取
引
依
存
度
を
前
記

の
方
法
で
計
算
す
れ
ば
常
に「
0
％
」

と
な
り
そ
う
で
あ
る
。こ
の
点
に
関
し

て
、高
裁
裁
判
例（
知
財
高
判
平
18
・

4
・
12
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト〔
Ｓ
Ｃ

Ｅ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
委
託
事
件
〕）

は
、プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
が
業
務
委
託
を
受

け
て
制
作
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係

る
著
作
権
が
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
か
ら
委

託
者
へ
譲
渡
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
た

複
数
の
契
約
に
つ
い
て
、委
託
取
引
優

越
的
地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参

照
し
な
が
ら
、取
引
依
存
度
に
つ
い
て

は
、本
件
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
が
豊
富
な
経

験
を
有
し
、本
件
委
託
者
以
外
の
者
か

ら
の
業
務
委
託
も
数
多
く
受
け
て
き

た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
、取
引
依
存

度
が
高
い
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
、

本
件
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
は
本
件
委
託
者

と
の
取
引
が
な
く
な
る
こ
と
を
お
そ

れ
て
著
し
く
不
利
な
条
件
で
あ
っ
て

も
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な

「攻め
4 4

の」被告 Y の 戦 略「 守 り
4 4

の」原告 X の 戦 略

契約条項の不当性が争点となる訴訟における被害者側の主

張には、優越的地位濫用を根拠とするもののほか、拘束条件付

取引（一般指定12項）や公序良俗違反（民法90条）を根拠とす

るものも考えられる。実際に訴訟を提起するにあたっては、要

件論の比較検討や、複数の法的根拠を併用するか否かに関す

る戦略策定が行われる。

独禁法に基づく事案分析においては、検討対象市場の画定

が重要であるといわれることがある。しかし、市場画定におい

て需要者からみた代替性の検討等が必要であり相関分析など

経済分析の活用も重要であるとすれば、被害者の負担は相当

なものとなり、訴訟提起自体を躊躇することとなりかねない。

また、Xがかかる見解によることなく検討対象市場を画定し

ようとすれば、Yは、経済分析等による反論を尽くしたいとし

てこの論点を争点化し、迅速な審理や早期の被害回復を阻止

することができそうである。しかし、優越的地位濫用の認定に

おいては市場画定が必要とされないから、この論点をめぐる

審理の複雑化・遅延は生じない。

優越的地位濫用に代えて拘束条件付取引を請求の柱に据え

ることのメリットには、優越的地位立証というハードルを回

避できることがある。しかし、優越的地位認定は濫用行為認定

と相当程度近接するという本文記載の考え方によるとすれ

ば、優越的地位の立証が被害者にとって最大のハードルとな

ることはないだろう。

公序良俗違反の主張は、差止訴訟（独禁法24条）や損害賠償

請求訴訟（民法709条）における要件ではないが、公序良俗違

反無効（無効確認や不当利得返還請求）の主張を加えておくこ

とは、被害者がしばしば検討する戦略である。裁判所は、独禁

法違反を明確に認定することに何らかの躊躇を感じる場合

に、公序良俗違反を理由とする主張があればこれを代替的に

用いて実質的同一の被害回復を実現することがあり得る。被

害者としては、優越的地位濫用を理由とする差止請求と公序

良俗違反を理由とする無効確認請求等を請求の趣旨に並列的

に記すことに（記載はやや複雑になるが）メリットを感じる

ケースもあるだろう。

契約はその規定どおり履行されることが当然のことである

のに、その効力を事後的に覆滅させられてしまっては、ビジネ

スへの影響は甚大なものとなりかねない。契約締結の時点に

おける法務部門の契約審査が重要である。

濫用行為とは取引当事者の一方に不利益な行為をいい、本

文に記したとおり、あらかじめ計算できない不利益と不当（過

大）な不利益の二つの類型がある。

契約の規定上、相手方にあらかじめ計算できない不利益を

与える契約は、そもそも相手方が内容を充分に理解して合意

したか否かについて疑いを生じかねないから、濫用行為性を

否定することに困難を伴う可能性が比較的高いように感じら

れる。

これに対して、不利益の内容が契約に明確に規定されてい

る場合（例えば、畑屋工機事件における継続売買取引契約には

違約金が50万円と明記されており、違約金発生事由も明確で

ある）には、取引相手方は不利益の内容を認識したうえで契約

を締結しているはずであるから、当該不利益が不当（過大）であ

る場合にのみ濫用行為該当性が肯定される。優越的地位濫用

ガイドラインは、過大な不利益の判断において交渉経緯を重

視する姿勢を明らかにしており、例えば対価の一方的設定に

ついて「対価の決定に当たり取引の相手方と十分な協議が行

われたかどうか等の対価の決定方法」を考慮するとしている。

この考え方によると、契約審査において契約条項の文言を

精査するだけでは足りない場合があり得ることとなる。例え

ば、不利益条項について多数の相手方との間で同一内容の契

約が締結されようとしている場合には、なぜ不利益条項につ

いて相手方ごとの修正が行われていないのか、その経緯を知

ることが重要であり、具体的には、一方的な押し付けがなかっ

たか否か確認しておきたい。押し付けとみられ得る経緯がな

かったか、契約条件について相手方から変更の求めがなかっ

たか（これに対してどのような返答をしたか）等の事実関係を

確認することとなるだろう。
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お
わ
り
に

「
取
引
開
始
時
の
優
越
的
地
位
と
そ

の
濫
用
」に
つ
い
て
は
、高
裁
判
決
を

含
む
下
級
審
裁
判
例
に
よ
っ
て
既
に

裁
判
所
の
判
断
が
蓄
積
し
て
お
り
、本

稿
に
お
い
て
紹
介
し
た
と
お
り
、い
く

つ
か
の
重
要
な
論
点
に
関
し
て
そ
れ

な
り
の
準
則
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可

能
な
状
況
が
近
づ
い
て
き
て
い
る
。し

か
し
、優
越
的
地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
平
成
22
年
）の
存
在
が
目
立
つ
こ

と
も
あ
っ
て
か
、と
り
わ
け
最
近
で

は
、優
越
的
地
位
濫
用
該
当
性
を
検
討

す
る
際
に
お
け
る
実
務
家
の
目
が

も
っ
ぱ
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
記
載
の
解

釈
へ
と
向
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
裁
判
所
は
公
取
委
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、し
か
も
裁
判
例
が
あ
る
程
度
蓄

積
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、裁
判
例

を
十
分
に
分
析
し
て
訴
訟
戦
略
を
構

築
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
し
、こ

れ
が
被
害
回
復
の
新
た
な
道
を
拓
く

（
あ
る
い
は
、道
が
あ
っ
た
こ
と
が
確

解
釈
を
目
指
す
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

な
お
、優
越
的
地
位
濫
用
に
お
け
る

濫
用
行
為
該
当
性
に
関
す
る
解
釈
は
、

裁
判
例
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、公
取
委

に
よ
る
優
越
的
地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
公
表
や
審
判
審
決
に
お
け
る

事
実
関
係
に
基
づ
く
判
断
も
あ
り
、具

体
化
が
進
ん
で
い
る
。例
え
ば
優
越
的

地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、濫
用
行

為
の
内
容
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
計

算
で
き
な
い
不
利
益
と
不
当（
過
大
）

な
不
利
益
と
い
う
二
分
論
を
示
唆
し
、

そ
れ
ぞ
れ
、具
体
的
な
濫
用
類
型
に
即

し
て
判
断
基
準
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、優
越
的
地
位
濫
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
、優
越
事
業
者
が
不
当
に
利
得
を
得

た
こ
と
を
濫
用
行
為
の
認
定
要
件
と

し
て
お
ら
ず（
劣
位
事
業
者
が
不
利
益

を
被
れ
ば
足
り
る
）、こ
れ
に
よ
り
、劣

位
事
業
者
が
民
事
訴
訟
に
お
い
て
救

済
を
求
め
る
際
の
負
担
は
軽
減
さ
れ

て
い
る（
取
引
相
手
方
に
お
け
る
不
当

な
利
得
の
発
生
や
金
額
に
つ
い
て
具

体
的
に
立
証
す
る
こ
と
に
は
困
難
を

伴
う
だ
ろ
う
）。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し

て
、公
序
良
俗
論
の
一
類
型
で
あ
る
暴

利
行
為
論
は
、主
に
不
当（
過
大
）な
利

益
を
考
慮
要
素
と
し
、行
為
者
が
著
し

認
さ
れ
る
）こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。「
取
引
開
始
時
の
優
越

的
地
位
と
そ
の
濫
用
」と
い
う
事
案

は
、意
識
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
必

ず
し
も
多
く
は
な
い
も
の
の
、公
取
委

に
よ
る
是
正
を（
独
禁
法
の
他
の
条
文

の
適
用
に
よ
る
の
で
な
い
限
り
）実
際

上
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
が
裁
判
所

に
よ
る
救
済
で
あ
れ
ば
期
待
し
得
る

事
案
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、訴

訟
・
差
止
仮
処
分
の
活
用
と
い
う
戦
略

が
効
果
を
発
揮
し
得
る
興
味
深
い
分

野
で
あ
る
と
い
え
る
。

く
過
大
な
利
益
を
獲
得
し
た
こ
と
を

要
件
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。優
越

的
地
位
濫
用
論
と
暴
利
行
為
論
の
歩

み
寄
り
は
容
易
で
な
い
よ
う
に
も
思

え
る
が
、債
権
法
改
正
論
議
に
お
い

て
、暴
利
行
為
論
と
は
別
に
、強
行
法

規
違
反
を
公
序
良
俗
違
反
と
評
価
し

そ
の
旨
民
法
に
明
示
す
べ
き
と
の
議

論
も
み
ら
れ
る
な
ど
、独
禁
法
違
反
要

件
と
公
序
良
俗
違
反
要
件
の
整
合
的

解
釈
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
道
が
考
え
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、優
越
的
地
位
濫
用
の
主
張

は
、公
序
良
俗
論
の
制
約
の
下
で
し
か

行
え
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。優

越
的
地
位
濫
用
そ
の
他
の
不
公
正
取

引
方
法
該
当
行
為
に
対
し
て
は
、差
止

訴
訟
・
仮
処
分（
独
禁
法
24
条
）に
よ
る

対
抗
が
可
能
で
あ
る
が
、こ
れ
ら
の
請

求
等
に
お
い
て
公
序
良
俗
違
反
と
い

う
中
間
項
を
経
る
必
要
は
な
い
（
な

お
、著
し
い
損
害（
ま
た
は
そ
の
お
そ

れ
）が
要
件
と
さ
れ
る
）。こ
の
こ
と
に

鑑
み
る
と
、契
約
条
項
の
無
効
確
認
等

に
お
い
て
の
み
公
序
良
俗
違
反
が
要

件
と
さ
れ
る
こ
と
が
実
質
的
に
み
て

妥
当
な
こ
と
で
あ
る
の
か
、再
考
す
る

こ
と
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
注6）
。

一
般
論
と
し
て
は
、契
約
中
の
あ
る

条
項
が
優
越
的
地
位
濫
用
に
該
当
す

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、直
ち
に
そ
の
私

法
上
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、「
そ
の
契
約
が
公
序
良
俗
に

反
す
る
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
」に
無

効
と
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る（
最
二

小
判
昭
52
・
6
・
20
民
集
31
巻
4
号

4
4
9
頁
）。し
た
が
っ
て
、独
禁
法
違

反
の
認
定
そ
れ
自
体
に
は
独
自
の
意

義
は
な
く
、結
局
は
公
序
良
俗
の
解
釈

に
帰
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、公
序
良
俗
論
に
よ
り
カ

バ
ー
さ
れ
る
行
為
の
範
囲
は（
い
わ
ゆ

る
債
権
法
改
正
作
業
に
お
い
て
も
議

論
が
続
い
て
い
る
な
ど
）定
ま
っ
て
い

る
と
は
言
い
切
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、優
越
的
地
位
濫
用
等
の
独

禁
法
違
反
と
公
序
良
俗
違
反
と
の
関

係
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
、も
し
公

序
良
俗
論
が
常
に
優
越
す
る
と
す
れ

ば
、被
害
者
は
か
え
っ
て
具
体
的
な
指

針
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
か

ね
な
い
。
基
本
的
な
視
点
と
し
て
は

「
私
法
秩
序
と
競
争
秩
序
と
が
相
互
に

連
動
し
合
う
関
係
に
あ
る
」注5）
と
み
て
、

両
者
の
要
件
論
に
つ
い
て
整
合
的
な

注5） 根岸哲「民法と独占禁止法（上）」法曹時報46巻1号
1頁。

注6） なお、優越的地位濫用の特別法にあたる下請法に
ついては、独禁法24条に相当する差止訴訟制度が設け
られていないこと、行政処分という公権力の行使によっ
て違法状態を是正することがおよそ想定されていない

（行政庁による措置は行政指導にとどまり、行政処分を
行う場合には独禁法違反行為〔優越的地位濫用〕の認定
を要する）ことなど独禁法と相違がある。したがって、下
請法に違反する契約条項の私法上の効力に関する判断
プロセスや結論は独禁法と異なるものになるだろう。

に例示されていることが分かる。
ところがさらに、2条9項5号には、イ・ロだけでな

くハがあり、特にその「その他」以下は広汎な受皿規
定となっている。そこでは例えば、「取引の相手方に
不利益となるように取引の条件を設定し」とされて
おり、新規継続取引だけでなく、単発取引における
不利益な条件設定をも含む内容となっている。
もちろん、他の違反要件が満たされる確率は、「既

存継続取引＞新規継続取引＞単発取引」であるかも
しれない。私は、新規継続取引であっても単発取引
であっても違反成立の確率は零ではなく、そのわず
かな確率には重要事案も含まれているであろう、と
考えているだけであり、常に違反となると考えてい
るわけではない。
例えば、コンビニのフランチャイズ契約につい

て、当初の基本契約の内容となっている加盟店の義
務については優越的地位濫用の成立を認めない裁
判例が複数ある。仮に、そのような裁判例が、取引開
始時に優越的地位濫用が成立することはあり得な
い、と一般論として考えているのであれば、首をか
しげる。しかし、その事案での原告は基本契約締結
の瞬間までは他のフランチャイザーと契約するこ
ともできたのであるからフランチャイザーには優
越的地位がなかった、などの認定が前提となってい
るのであれば、個別事案における認定の問題であっ
て、法律一般論の問題ではないことになる。

取引開始時の行為について優越的地位濫用の違
反要件が満たされる可能性は、ある。公取委が既存
の継続取引のみを対象として優越的地位濫用事件
を取り上げてきたため、相対的に手付かずの領域と
なっている。その掘り起こしを民事裁判に期待して
種々の工夫をするのは、重要な取組みである。
ただ、「取引開始時」を問題とするということは、

その後において取引が継続することを暗黙のうち
に想定しているようにも見える。私見では、そのよ
うなことさえ必要なく、1回限りの単発取引であっ
ても、優越的地位濫用の違反要件が満たされる可能
性はある。
以上のことを条文で確認する。
優越的地位濫用に関する現在の条文は、平成21

年改正後の2条9項5号である。公取委が法案作成に
関与したことは疑いがない。同号イ・ロでは、「継続
して取引する相手方」に対する行為であることが要
件であるかのように規定されている。これは、平成
21年改正前の一般指定14項1号・2号の文言を引き
継いだものであり、既存の継続取引のみを取り上げ
てきた公取委の問題意識を示している。
そうしたところ、平成21年改正時には、それに対

する批判を意識したとみえて、「新たに継続して取
引しようとする相手方を含む」という括弧書が付さ
れた。これはまさに、「取引開始時」の濫用行為を念
頭に置いたものである。現行条文では、それが明確
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