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け
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実
的
不
能
の
位
置
づ
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民
法
二
七
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二
項
を
め
ぐ
る
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論
を
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史
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角

第
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通
念
上
の
不
能
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1
．「
不
能
」
概
念
に
お
け
る
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」

　

2
．「
社
会
通
念
上
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不
能
」
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づ
け
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論

　

1
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判
例
に
お
け
る
「
一
般
的
な
法
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」
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ド
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．
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．
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第
五
章　

結
び
に
か
え
て

　

1
．
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け

　

2
．
日
本
法
へ
の
示
唆

　

3
．
残
さ
れ
た
課
題

第
一
章　

は
じ
め
に

1
．
問
題
の
所
在

　

履
行
不
能
と
は
、
債
権
成
立
の
と
き
に
は
可
能
で
あ
っ
た
給
付
が
、
そ
の
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
っ
て
不
可
能
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
履

行
不
能
で
あ
る
場
合
、
債
権
者
は
、
債
務
者
に
対
し
て
、
も
は
や
履
行
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（

1
）。

目
的
物
の
滅
失
な
ど
、
履
行
が
物

理
的
に
不
可
能
で
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
法
律
上
、
債
務
者
に
履
行
を
要
求
し
え
な
い
よ
う
な
場
合
、
さ
ら
に
は
、
債
務
者
に
よ
る
履
行
が
事

実
上
期
待
で
き
な
い
よ
う
な
場
合（

2
）に

つ
い
て
も
、
従
来
、
こ
の
「
履
行
不
能
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、「
不
可
能
な
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
履
行
不
能
」
は
、
債
権
者
側
か
ら
み
れ
ば
、
債
権
の
本
質
的
な
効
力
と
し
て
認
め
ら
れ
る
履
行
請
求
権
の
限
界
を
画
す

る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
際
、「
不
可
能
な
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
観
点
は
、
給
付
が
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
場
合
や
、
法
律

上
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
な
お
少
な
か
ら
ず
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
コ
ス
ト
と
の
関
係
で
、
債
務
者
に
よ
る
履
行

が
事
実
上
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
給
付
は
不
可
能
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
履
行
が
請
求
で
き
な
い
の
か
は
、
こ
の
観

点
の
み
で
は
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
時
の
学
説
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
履
行
請
求
権
の
絶
対
性
を
疑
問
視
す
る
。
す

　
（
一
八
二
三
）
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な
わ
ち
、
債
権
者
の
履
行
請
求
権
は
、
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
不
能
」
概
念
の
操
作
に
よ
っ
て
、
制
約
さ
れ
て
き
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、「
不
能
」
概
念
の
枠
を
越
え
て
、
契
約
を
拠
り
所
と
し
て
、
い
か
な
る
場
合
に
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
な

い
の
か
と
い
う
「
履
行
請
求
権
の
限
界
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
る

（
3
）。

そ
こ
に
お
い
て
は
、「
不
能
」
は
、

履
行
請
求
権
を
制
限
す
る
一
局
面
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
本
格
化
し
て
い
る
債
権
法
改
正
の
動
き
に
お
い
て
は
、「
履
行
が
不
可
能
な
場
合
そ
の
他
履
行
を
す
る
こ
と
が
契
約
の

趣
旨
に
照
ら
し
て
債
務
者
に
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
場
合
」
に
は
、「
債
権
者
は
、債
務
者
に
対
し
て
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
す
る
具
体
的
な
改
正
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
提
案
要
旨
に
よ
れ
ば
、
同
提
案
は
、「
今
日
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
」
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
履
行
を
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
を
一
例
と
し
、
そ
の
他
の
場

合
を
含
め
履
行
を
す
る
こ
と
が
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
債
務
者
に
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
場
合
に
、
債
権
者
が
履
行
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
」
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
履
行
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
か
ど
う
か
は
、「
社
会
通
念
」
と
い
う
基
準
で

は
な
く
、
明
示
の
合
意
そ
の
他
契
約
の
趣
旨
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
」
と
す
る（

4
）。

　

一
見
、
同
提
案
は
、「
不
能
」
概
念
を
放
棄
し
、
履
行
請
求
権
を
限
界
づ
け
る
一
局
面
と
し
て
再
構
築
す
る
近
時
の
学
説
に
依
拠
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
提
案
要
旨
は
、「
現
在
の
学
説
と
実
務
に
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
」
と
言
い
切
る
。「
履
行

す
る
こ
と
が
債
務
者
に
合
理
的
に
期
待
不
可
能
で
あ
る
場
合
」
で
あ
っ
て
も
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
と
し
て
、「
不
能
」
概
念
に
含
め
る

従
来
の
見
解
に
せ
よ
、「
不
能
」
概
念
と
「
期
待
不
可
能
」
概
念
と
を
区
別
す
る
見
解
に
せ
よ
、「
不
能
概
念
に
何
を
盛
る
か
は
別
と
し
て
、

い
ず
れ
の
立
場
か
ら
も
債
務
者
に
と
っ
て
履
行
す
る
こ
と
が
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
場
合
ま
で
債
権
者
の
履
行

請
求
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
す
る
点
で
は
、
違
い
が
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
改
正
提
案
の
認
識
に
は
疑
義
が
あ
る
。
確
か
に
、「
不
能
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
「
社
会
通
念
上
の

　
（
一
八
二
四
）
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不
能
」
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
点
で
は
、
現
在
の
理
論
の
到
達
点
の
確
認
で
あ
る
。
た
だ
、

「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
場
合
も
含
め
、
結
論
と
し
て
は
不
変
で
あ
る
と
し
て
、「
履
行
を
す
る
こ
と
が
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
債
務
者

に
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
場
合
」
と
し
て
包
括
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
は
た
し
て
「
現
在
の
学
説
と
実
務
に
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は

な
い
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
か（

5
）。「

社
会
通
念
上
の
不
能
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
履
行
に
あ
た
っ
て
の
要
求
可
能
性
や
期
待
可
能
性
が
契
約
に

照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
な
け
れ
ば
、
改
正
提
案
の
正
当
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
従

来
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
近
時
の
学
説
の
よ
う
に
、
内
在
的
な
合
意
や
契
約
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う

枠
組
み
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
「
不
能
」
と
並
列
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
も
そ
も
「
社
会
通
念

上
の
不
能
」
は
、
こ
こ
で
い
う
内
在
的
な
判
断
基
準
で
は
な
く
、
社
会
通
念
を
基
準
と
し
て
、
要
求
可
能
性
や
期
待
可
能
性
を
判
断
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
改
正
提
案
に
よ
る
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
は
、
提
案
要
旨
に
お
い
て
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
従
来
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
と
は
、
ま
っ
た
く
別
次
元
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
は
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
こ
の
点
を
議
論
し
て
お
く
こ
と
は
、「
履
行
請
求
権
の
限
界
」
の
問
題
を
、
裏
側
か
ら
分
析
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、「
不
能
」

概
念
の
位
置
づ
け
、
履
行
請
求
権
の
排
除
の
態
様（

6
）、

損
害
賠
償
の
範
囲
の
画
定
等
、
多
様
な
局
面
に
お
い
て
資
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る（

7
）。

さ
ら
に
は
、
判
断
基
準
を
合
意
や
契
約
と
い
う
内
在
的
な
規
範
に
据
え
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
契
約
を
ど
の
よ
う
に

把
握
す
る
か
と
い
う
問
題
と
も
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
「
不
能
」
の
議
論
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
今
後
の
債
権
法
、

契
約
法
理
論
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
の
視
座
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
に
も
繋
が
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
（
一
八
二
五
）
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2
．
分
析
の
視
角

　

こ
の
問
題
を
分
析
す
る
視
角
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
不
能
」
概
念
の
再
編
に
お
け
る
議
論
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ

ツ
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
に
債
務
法
現
代
化
法
が
施
行
さ
れ
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項（

8
）に

お
い
て
、
履
行
は
物
理
的
に
は
可
能
で

あ
る
が
、
現
実
に
は
不
能
で
あ
る
場
合
と
し
て
、
新
た
に
事
実
的
不
能
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
規
定
の
成
立
過
程
に

お
い
て
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
が
把
握
し
て
い
た
「
不
能
」
概
念
に
対
す
る
批
判
を
端
緒
と
し
て
、
近
時
の
日
本
の
動
向
と
同
様
に
、「
不
能
」

概
念
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
も
と
、
激
し
い
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た（

9
）。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
二
年
に
改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、

「
不
能
」
概
念
を
維
持
し
た
上
で
、
事
実
的
不
能
の
局
面
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
「
不
能
」
概
念
に
お
け
る
も
の
と
は
異
な
る
把
握
を
す
る

に
至
っ
て
い
る
。
新
法
制
定
後
も
な
お
、
そ
の
規
定
の
解
釈
や
、「
不
能
」
概
念
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、「
不
能
」
概
念
が
給
付
障
害
法
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
は
、日
本
の
「
不

能
」
概
念
の
議
論
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
債
務
法
改
正
過
程
の
不
能
法
再
編
の
一
大
論
争
は
、
多
く
の
論
稿
で
言
及

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
思
想
や
判
断
基
準
の
構
造
に
つ
い
て
、
焦
点
を
絞
っ
て

研
究
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
ま
だ
な
い
と
い
っ
て
よ
い（

10
）。

そ
の
た
め
、「
不
能
」
概
念
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か
と
い
っ
た
立
法
過
程

お
よ
び
新
法
制
定
後
の
議
論
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け
を
分
析
し
て
お
く
こ
と
は
、
問
題
の
所

在
に
お
い
て
指
摘
し
た
点
の
今
後
の
検
討
の
指
針
と
し
て
、
国
際
的
な
動
向
も
視
野
に
入
れ
た
債
権
法
改
正
の
議
論
に
お
い
て
、
一
つ
の
視

座
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る（

11
）。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
従
来
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
状
況
を
整
理
す
る
（
第
二
章
）。
次
に
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
債
務
法
の
現
代
化
の
議
論
の
も
と
で
は
、
ど
の
よ
う
に
「
不
能
」
概
念
を
把
握
し
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
を
も
っ
て
し
て
、
そ
れ
を
放
棄

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
踏
ま
え
つ
つ
、
鑑
定
意
見
、
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
、
討
議
草

　
（
一
八
二
六
）
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案
、
政
府
草
案
の
立
場
を
概
観
し
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
成
立
過
程
を
追
う
（
第
三
章
）。
そ
の
上
で
、
新
た
に
規
定
さ
れ
た
ド

イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
が
根
底
に
存
在
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
判
断
構
造
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
中
心
に
考
察
す
る
（
第
四
章
）。
最
後
に
、そ
の
分
析
の
結
果
、ド
イ
ツ
に
お
い
て
、

事
実
的
不
能
に
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
日
本
の
議
論
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

の
か
を
探
究
し
、
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
（
第
五
章
）。

第
二
章　
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
状
況

1
．「
不
能
」
概
念
に
お
け
る
「
社
会
通
念
上
の
不
能（

12
）」

　

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
履
行
不
能
と
は
、
債
権
成
立
の
と
き
に
は
可
能
で
あ
っ
た
給
付
が
、
そ
の
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
っ
て
不
可
能

と
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
履
行
不
能
の
責
任
を
生
ず
る
た
め
に
は
、「
履
行
が
不
能
で
あ
る
こ
と
」
を
要
す
る
。
こ
こ
で
、
い
か
な
る

場
合
に
お
い
て
不
能
と
な
る
の
か
と
い
う
「
不
能
」
の
概
念
が
問
題
と
な
る
。

　
「
不
能
」
の
具
体
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
物
理
的
不
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
履
行
が
物
理
的
に

不
能
な
と
き
、
す
な
わ
ち
自
然
法
則
上
不
生
起
の
必
然
性
を
き
た
し
た
場
合
で
あ
る
。
次
に
、
法
律
的
不
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
履
行
が
物

理
的
に
は
可
能
で
あ
る
が
、
法
律
的
に
不
能
で
あ
る
と
い
う
場
合
で
あ
る（

13
）。

そ
し
て
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
履
行

が
物
理
的
に
も
法
律
的
に
も
不
能
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
履
行
に
つ
い
て
不
相
当
な
犠
牲
、
ま
た
は
よ
り
重
い
危
険
や
強
い
義
務
違
反
を

犯
さ
な
け
れ
ば
除
去
し
え
な
い
よ
う
な
障
害
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。

　

こ
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
は
、
一
応
は
履
行
が
可
能
で
あ
る
た
め
、「
不
能
」
に
包
含
す
べ
き
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
一

　
（
一
八
二
七
）
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部
疑
問
を
呈
す
る
立
場
も
存
在
し
た
が
、
理
性
面
、
倫
理
面
、
お
よ
び
経
済
面
等
の
政
策
的
な
考
慮
か
ら
、
履
行
が
要
求
不
可
能
で
あ
る
場

合
に
は
、
不
能
と
な
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
は
、
仔
細
に
み
れ
ば
、
論
者
に
よ
っ
て
多
少
異
な
っ
て
い
る
。
事
例
ご
と
に
用
語
を
用
い
て
明
確
に
分
類
し
た
上
で
、
上
記
の
よ
う

に
説
明
す
る
も
の
も
あ
れ
ば（

14
）、

用
語
を
用
い
ず
と
も
、
物
理
的
に
履
行
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
要
求
可
能
性
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、「
社

会
通
念
」、「
社
会
の
取
引
観
念
」
に
照
ら
し
て
不
能
で
あ
る
と
し
て
、
物
理
的
不
能
以
外
の
事
例
を
包
含
し
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る（

15
）。

一
般

的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
海
中
に
落
下
し
た
給
付
の
目
的
物
を
引
き
上
げ
る
の
に
過
大
な
労
力
、
費
用
を
伴
う
場
合
や
、
二
重

譲
渡
の
場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
重
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
そ
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
て
は
い
る
が（

16
）、

こ
の
場
合
も
不
能
で
あ

る
と
解
す
る
こ
と
が
今
日
の
判
例
・
通
説（

17
）で

あ
る（

18
）。

　

こ
こ
で
い
う
「
不
能
」
の
概
念
の
説
明
に
は
、
し
ば
し
ば
、
多
様
な
種
別
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、「
不
能
」
で
あ
る
か
ど

う
か
の
判
断
は
、
多
く
の
文
献
に
お
い
て
、
社
会
の
取
引
観
念
に
し
た
が
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
弾
力
性
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
。

そ
こ
に
お
け
る
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
は
、
履
行
は
物
理
的
に
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
債
務
者
に
履
行
を
期
待
で
き
な
い
、

要
求
し
え
な
い
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
債
権
者
の
履
行
請
求
を
認
め
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
べ
く
、「
社
会
通
念
」
な
い
し
「
社
会
の

取
引
観
念
」
と
い
う
補
助
概
念
を
用
い
て
、
柔
軟
に
「
不
能
」
概
念
を
解
し
、
そ
れ
を
も
と
に
、「
不
能
」
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。

2
．「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
位
置
づ
け
の
必
要
性

　

も
っ
と
も
、
多
様
な
「
不
能
」
概
念
の
分
類
は
、「
不
能
」
の
種
別
を
説
明
す
る
上
で
の
、
単
な
る
便
宜
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る（

19
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
不
能
の
種
別
に
よ
っ
て
、
履
行
不
能
の
要
件
で
あ
る
「
不
能
」
概
念
自
体
を
分
別
す
る
こ
と
に
資
す
る
よ
う

　
（
一
八
二
八
）
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に
試
み
ら
れ
て
き
た（

20
）。

そ
の
結
果
、「
不
能
」
概
念
の
種
別
と
、
不
履
行
責
任
と
を
明
確
に
区
別
す
べ
き
視
点
の
も
と
、
履
行
不
能
に
つ
い

て
は
、「
不
能
」
の
種
別
か
ら
は
説
明
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
同
時
に
、
特
に
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
概
念
が
、
相
対
的

概
念
と
し
て
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
柔
軟
に
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
の
よ
う
な
多
様
化
の
途
に
至
っ
た
の
で
あ
る

（
21
）。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
に
つ
い
て
、
真
に
「
不
能
」
の
一
類
型
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
の
検
討
は
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
物
理
的
不
能
の
事
例
と
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
事
例
は
、「
不
能
」
概
念
の
拡
大
、

か
つ
多
様
化
の
経
緯
の
も
と
、「
履
行
が
不
能
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
大
き
な
く
く
り
で
は
同
様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。し
か
し
な
が
ら
、

厳
密
に
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
点
で
、
両
事
例
は
差
異
が
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
物
理
的
不
能
の
事
案
で
は
、
債
務
の
本
旨
に
し
た

が
っ
た
履
行
を
す
る
う
え
で
、
給
付
の
目
的
物
が
滅
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
履
行
請
求
権
は
消
滅
し
て
お
り
、
債
権
者
と
し
て
は
、

も
は
や
給
付
自
体
を
債
務
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
他
方
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
事
例
に
お
い

て
は
、
給
付
目
的
物
そ
れ
自
体
が
滅
失
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
債
務
者
が
債
務
を
履
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
不
相
当
な
犠
牲
、
ま
た
は

よ
り
重
い
危
険
や
強
い
義
務
違
反
を
犯
さ
な
け
れ
ば
除
去
し
え
な
い
よ
う
な
障
害
が
あ
る
場
合
に
、
政
策
的
な
観
点
か
ら
「
不
能
」
と
評
価

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
履
行
を
請
求
で
き
な
い
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
も
、
債
務
者
に
要
求
さ
れ
る
労
力
、
費
用
、
ま
た
は
債
権
者
が
履
行
に
よ
っ
て
い

か
な
る
利
益
を
把
握
し
う
る
か
と
い
う
内
容
が
考
慮
さ
れ
る（

22
）よ

う
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
「
社
会
通
念
」
や
「
社
会
の
取
引
観
念
」
と
い
う

言
葉
の
通
り
柔
軟
に
判
断
さ
れ
て
お
り（

23
）、

そ
こ
に
明
確
性
は
見
ら
れ
ず（

24
）、

そ
の
判
断
に
関
し
て
明
確
な
基
準
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
も
、

お
お
よ
そ
存
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
債
権
の
効
力
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
定
か
で
は

な
か
っ
た（

25
）。「

社
会
通
念
上
の
不
能
」
と
評
価
さ
れ
た
際
の
履
行
請
求
権
の
帰
趨
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る（

26
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
不
能
」
概
念
を
柔
軟
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
履
行
不
能
の
範
囲
を
拡
大
か
つ
多
様
化
す
る
こ
と
は
、
あ
る
一
面
で
は

　
（
一
八
二
九
）
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具
体
的
妥
当
性
を
有
す
る
結
論
を
導
き
う
る
と
し
て
も
、
他
の
一
面
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
「
不
能
」
の
判
断
基
準
の
不
明
確
さ
を
一
層
深

化
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
具
体
的
妥
当
性
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
問
題
が
現
れ
て
く
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る（

27
）。

と
こ
ろ
が
、
債
権
法

の
改
正
提
案
は
、
上
述
の
問
題
点
に
つ
い
て
議
論
を
し
な
い
ま
ま
、
履
行
請
求
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
場
面
と
し
て
、
物
理

的
不
能
と
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
を
並
列
的
に
扱
い
、
さ
ら
に
は
契
約
と
い
う
判
断
基
準
ま
で
盛
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
に

あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
は
、「
不
能
」
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
の
か
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
べ
き
か
、
そ
の
判
断
基
準
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
必
要
性
は
、
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
で
は
、「
不
能
」
概
念
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
見
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

第
三
章　

ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
に
お
け
る
議
論
の
展
開
の
概
観

1
．
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
内
容
と
そ
の
問
題
点

　

旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
は
、
一
項
に
お
い
て
、「
給
付
が
、
債
務
関
係
の
成
立
後
に
生
じ
た
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
の
な
い
事
情
に
よ

っ
て
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
債
務
者
は
給
付
を
な
す
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
二
項
に
お
い
て
は
、「
債
務
者

が
後
発
的
に
給
付
に
つ
き
主
観
的
不
能
に
陥
っ
た
場
合
も
、
債
務
関
係
の
成
立
後
に
生
じ
た
不
能
と
等
し
く
扱
う
」
と
規
定
し
て
い
た

（
28
）。

こ

の
規
定
よ
り
、
不
能
概
念
は
、
次
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
を
第
一
次
的
な
給
付
義
務
か
ら
解
放
し
、

さ
ら
に
は
、
本
条
に
続
く
給
付
障
害
法
の
一
連
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
次
的
給
付
義
務
か
ら
第
二
次
的
給
付
義
務
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る（

29
）。

　
（
一
八
三
〇
）
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本
来
、
不
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
給
付
目
的
物
の
滅
失
等
に
よ
り
、
給
付
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
条
の
不
能
概
念
が
把
握
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
物
理
的
な
不
能
の
み
で
は
な
い
。
理
論
的
に
は
給
付
の
実
現

は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
そ
の
実
現
に
要
す
る
労
力
、
お
よ
び
費
用
が
過
大
で
あ
り
、
給
付
の
価
値
と
の
均
衡
を
失
す
る
よ
う
な
場
合

も
、
不
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
こ
の
不
能
概
念
の
一
類
型
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た（

30
）。

例
え
ば
、
給
付
目
的
物
を
運
送
中
の
船
が
、
そ
の
途

中
に
沈
没
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
船
を
引
き
上
げ
て
ま
で
、
目
的
物
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
、

技
術
的
発
展
の
め
ざ
ま
し
い
今
日
に
お
い
て
は
、
沈
没
船
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
、
技
術
的
に
は
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
事
実
を

も
っ
て
し
て
、
直
ち
に
、
債
務
者
は
沈
没
船
を
引
き
上
げ
て
ま
で
目
的
物
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
む
し
ろ
、
法
的
な
観
点
の
下
で
、
当
該
給
付
約
束
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
、
不

能
概
念
を
柔
軟
に
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
条
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
給
付
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
給
付
が
本
条
に
い

う
不
能
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
場
合
で
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
条
に
い

う
不
能
を
、
給
付
目
的
物
の
滅
失
等
の
場
合
に
限
定
す
れ
ば
、
上
記
の
例
の
場
合
に
は
、
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
こ
と
と

な
り
、
不
都
合
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
従
来
、
実
務
お
よ
び
学
説
は
、
そ
の
よ
う
な
不
都
合
を
回
避
す
べ
く
、
本
条
は
、
本
来
想
定
さ
れ

て
い
た
不
能
の
領
域
を
越
え
、
柔
軟
に
把
握
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た（

31
）。

そ
の
経
緯
か
ら
、
本

条
が
、
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
場
合
を
、「
不
能
」
に
限
定
し
て
い
る
点
が
問
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た（

32
）。

　
（
一
八
三
一
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2
．
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
に
お
け
る
議
論
の
展
開（

33
）

⑴　

フ
ー
バ
ー
の
鑑
定
意
見

　

そ
の
よ
う
な
中
、
フ
ー
バ
ー
（U

lrich H
uber

）
は
、
一
九
八
一
年
、
債
務
法
改
正
議
論
の
端
緒
と
な
り
、
そ
の
改
正
過
程
に
お
い
て
、

後
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
鑑
定
意
見
書
を
公
表
し
た（

34
）。

　

フ
ー
バ
ー
は
、「
給
付
義
務
の
限
界
」
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
不
能
概
念
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
給
付
障

害
法
に
お
い
て
、
不
能
と
い
う
構
成
要
件
が
中
心
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
の
不
能
と
い
う
事
態
は
、
実
際
に
は
ま
れ
に
し
か
発
生

し
な
い
。
ま
た
、
不
能
概
念
そ
れ
自
体
、
極
め
て
分
か
り
に
く
い
分
類
が
な
さ
れ
て
お
り

（
35
）、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
適
用
さ
れ
る
規
律
の
機
能

も
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
不
能
概
念
は
、
不
完
全
で
あ
り
、

明
確
性
を
欠
き
、
矛
盾
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る（

36
）。

　

フ
ー
バ
ー
は
、
そ
う
指
摘
し
た
上
で
、
不
能
概
念
を
放
棄
し
、
か
つ
、
不
能
の
果
た
し
て
い
る
機
能
を
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
律
を
新

た
に
定
式
化
し
て
、「
不
履
行
（N

ichterfüllung
）」
を
中
心
と
し
た
体
系
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た（

37
）。

フ
ー
バ
ー
は
、
ハ
ー
グ
統

一
売
買
法
の
規
律
を
参
考
と
し
つ
つ
、
中
心
と
し
て
据
え
ら
れ
て
き
て
い
た
不
能
か
ら
脱
却
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
債
務
者
が
義
務
を
履
行

し
て
い
な
い
と
い
う
事
態
を
、
給
付
障
害
法
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る（

38
）。

⑵　

委
員
会
草
案

　

フ
ー
バ
ー
の
鑑
定
意
見
の
後
、
具
体
的
な
債
務
法
の
改
正
案
を
提
示
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
、
一
九
八
四
年
に
組
織
さ
れ
た
債
務
法
改
正

委
員
会
で
は
、
一
九
九
二
年
に
委
員
会
草
案
（K

om
m

issionsentw
urf

＝
Ｋ
Ｅ
）
が
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

債
務
法
改
正
委
員
会
は
、
Ｋ
Ｅ
二
七
五
条
を
、「
債
務
が
金
銭
債
務
で
な
い
場
合
、
債
務
者
は
、
債
務
関
係
の
内
容
と
性
質
に
よ
っ
て
義

　
（
一
八
三
二
）
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務
付
け
ら
れ
て
い
る
努
力
に
よ
っ
て
給
付
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
そ
の
限
り
で
、
給
付
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る（

39
）」

と
規
定
し
、

給
付
障
害
法
の
中
心
に
、「
不
能
」
で
は
な
く
、「
義
務
違
反
（P

flichtverletzung

）」
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
た（

40
）。

　

委
員
会
草
案
も
、
不
能
概
念
を
放
棄
し
よ
う
と
い
う
方
向
性
に
関
し
て
は
、
フ
ー
バ
ー
の
鑑
定
意
見
と
同
様
の
方
向
性
で
あ
っ
た
と
い
え

る（
41
）。

た
だ
、
用
語
に
関
し
て
は
、「
不
履
行
」
で
は
な
く
、「
義
務
違
反
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ー
バ
ー
の
提
案
と
意
識
的
に
差
異

を
設
け
て
い
る（

42
）。

こ
の
「
義
務
違
反
」
と
い
う
要
件
は
、
Ｋ
Ｅ
二
八
〇
条
一
項（

43
）に

規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
給
付
障
害
の
上
位

概
念
と
し
て
導
入
さ
れ
、
統
一
的
な
構
成
要
件
と
し
て
中
心
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
義
務
違
反
と
い
う
概
念

は
、
契
約
に
お
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
義
務
に
客
観
的
に
違
反
し
て
い
る
状
態
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
義
務
違
反
が
生
じ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
債
務
者
が
非
難
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
義
務
違
反
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な

効
果
を
生
じ
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

44
）。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
債
務
者
の
第
一
次
的
な
給
付
義
務
の
限
界
は
、
も
は
や
そ
の
給
付
が
不
可
能
で
あ
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
債
務
者
が
そ

の
給
付
障
害
を
物
理
的
に
克
服
し
う
る
か
否
か
に
は
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
給
付
の
実
現
の
た
め
に
債
務
者
は
い
か
な
る
努
力
が
義
務
付
け

ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

45
）。

な
お
、
そ
の
努
力
義
務
は
、「
債
務
関
係
の
内
容
お
よ
び
性
質
（Inhalt und N

atur des 

Schuldverhältnisses （
46
））」

に
よ
っ
て
、
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

47
）。

⑶　

討
議
草
案
へ
の
批
判

　

こ
の
よ
う
な
委
員
会
草
案
に
つ
い
て
の
議
論
の
後
、
こ
れ
ま
で
の
債
務
法
改
正
作
業
を
現
実
の
立
法
に
移
行
さ
せ
る
べ
く
、
債
務
法
現
代

化
法
の
討
議
草
案
（D

iskussionsentw
urf

＝
Ｄ
Ｅ
）
が
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
給
付
義
務
の
限
界
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
債
務
法
改
正
委
員

会
草
案
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た（

48
）。

と
こ
ろ
が
、
お
お
む
ね
賛
同
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
と
は

　
（
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一
転
し
、
こ
の
討
議
草
案
に
対
し
て
は
、
激
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る（

49
）。

　

と
り
わ
け
、
鑑
定
意
見
に
よ
っ
て
給
付
障
害
法
改
正
の
嚆
矢
と
な
っ
た
フ
ー
バ
ー
は
、
鑑
定
意
見
に
お
い
て
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五

条
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
不
能
概
念
を
批
判
し
て
い
た（

50
）が

、
一
転
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
給
付
障
害
法
体
系
を
再
評
価
し
た

上
で
、
債
務
法
改
正
作
業
は
、
そ
の
給
付
障
害
法
体
系
を
無
視
す
る
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

　

フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
従
来
、
不
能
に
つ
い
て
の
規
定
の
内
容
は
、
誤
っ
た
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
き
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
給
付

が
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
履
行
請
求
権
の
帰
趨
を
定
め
た
も
の
が
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
た
め
、
帰
責
事
由

が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う（

51
）。

し
か
し
な
が
ら
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
は
、
あ
ら
ゆ
る
給
付
障

害
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
不
能
の
際
に
、
債
務
者
を
給
付
義
務
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
当
然
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る（

52
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
不
能
と
い
う
構
成
要
件
が
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
給
付
障
害

法
体
系
の
中
心
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
不
能
と
い
う
例
外
的
な
場
面
に
お
い
て
、
帰
責
事
由
が
認
め
ら
れ
な
い

限
り
で
、
債
務
者
を
給
付
義
務
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う（

53
）。

　

た
だ
、
フ
ー
バ
ー
も
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
客
観
的
不
能
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
、
履
行
請

求
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
内
容
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
。

フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
は
、
給
付
が
客
観
的
に
不
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
は
、
債
権
者
が
履
行
に
対
し
て
有
し
て
い
る
利
益

の
把
握
に
法
的
な
保
護
を
与
え
る
必
要
が
な
い
と
い
う
、
よ
り
一
般
的
な
理
由
か
ら
、
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う（

54
）。

ま
た
、
債
務

者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
主
観
的
不
能
が
生
じ
た
場
合
に
、
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
も
、

旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
と
は
関
係
が
な
く
、
履
行
に
対
し
て
、
債
権
者
が
把
握
し
て
い
る
利
益
と
債
務
者
に
要
求
さ
れ
る
費
用
と
が
著
し

い
不
均
衡
に
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
、
債
権
者
が
履
行
請
求
に
固
執
す
る
こ
と
が
権
利
濫
用
に
該
当
し
、
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い

　
（
一
八
三
四
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に
過
ぎ
な
い
と
い
う（

55
）。

　

そ
の
う
え
で
、
フ
ー
バ
ー
は
、
不
能
に
つ
い
て
の
規
定
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る（

56
）。

⑷　

給
付
障
害
法
委
員
会

　

討
議
草
案
に
対
す
る
批
判
を
受
け
、
そ
の
欠
点
を
修
正
す
べ
く
設
置
さ
れ
た
給
付
障
害
法
委
員
会
で
は
、
討
議
草
案
の
整
理
案

（K
onsolidierte F

assung des D
iskussionsentw

urfs eines Schuldrechtsm
odernisierungsrechts

＝
Ｋ
Ｆ
）
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ

こ
に
お
い
て
は
、
不
能
概
念
が
再
び
登
場
し
て
い
る（

57
）。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
、
カ
ナ
ー
リ
ス
（C

laus-W
ilhelm

 C
anaris

）
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に

お
い
て
、
不
能
概
念
は
、
一
方
で
は
、
不
能
は
債
務
者
を
給
付
義
務
か
ら
解
放
す
る
原
因
と
し
て
機
能
し
、
他
方
で
は
、
債
権
者
に
損
害
賠

償
請
求
へ
の
移
行
を
認
め
る
原
因
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
と
し
て
、
な
お
履
行
請
求
権
の
限
界
の
意
味
を
依
然
と
し
て
有
し
て
い
る
と
の

見
解
に
た
ち
、
改
正
案
に
お
い
て
も
不
能
概
念
を
完
全
に
削
除
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る（

58
）。

不
能
概
念
を
維
持
す
る
と
い
う
点
で
は
、

カ
ナ
ー
リ
ス
も
、
フ
ー
バ
ー
の
討
議
草
案
批
判
時
の
見
解
と
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
不
能
概
念
の
把
握
に
つ
い
て
は
、

フ
ー
バ
ー
の
鑑
定
意
見
時
に
お
け
る
把
握
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

59
）。

　

そ
し
て
、
給
付
障
害
法
委
員
会
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
批
判
を
踏
襲
す
る
形
で
、
Ｄ
Ｅ
二
七
五
条
を
、
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
と
し
て
新
た
な
内
容

に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
給
付
障
害
法
委
員
会
は
、「
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
原
理
の
下
、

当
然
に
履
行
請
求
権
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
履
行
請
求
権
の
限
界
を
画
す
る
基
準
と
し
て
、
給
付
が
客
観
的

不
能
、
ま
た
は
主
観
的
不
能
で
あ
る
場
合
（
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
一
項（

60
））

の
ほ
か
、
フ
ー
バ
ー
が
指
摘
し
て
い
た
、
債
権
者
が
給
付
に
対
し
て
有

し
て
い
る
利
益
と
比
し
て
債
務
者
に
要
求
さ
れ
る
出
費
が
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
場
合
は
、
給
付
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
る
（
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条

　
（
一
八
三
五
）
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二
項
）
旨
を
、
明
示
し
よ
う
と
し
た
。

　

給
付
障
害
法
委
員
会
に
よ
る
と
、
二
項
が
認
め
て
い
る
給
付
拒
絶
権
は
、
債
権
者
が
給
付
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
過
大

な
費
用
を
債
務
者
が
甘
受
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
思
想
、
す
な
わ
ち
権
利
濫
用
の
思
想
（
比
例
原
則
（V

erhältnism
äß

igkeitsprinzip

）

の
現
れ
の
一
つ
）
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
主
た
る
判
断
基
準
と
な
る
債
権
者
の
利
益
と
並
ん
で
、
不
均
衡
の
存
否
の
判
断
に

あ
た
っ
て
意
味
を
有
す
る
具
体
的
な
判
断
基
準
と
し
て
、
債
務
関
係
の
内
容
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
の
存
否
、
債
務
者
の
債
権
者
に
対
す
る

適
切
な
補
償
の
有
無
を
提
示（

61
）し

、
明
確
化
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
両
当
事
者
の
利
益
の
調
整
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ

の
基
準
を
設
定
す
る
際
に
も
、
両
当
事
者
の
自
主
的
な
解
決
を
促
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

3
．
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
規
定

　

以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、「
給
付
に
要
す
る
費
用
が
、
債
務
関
係
の
内
容
を
考
慮
し
、
か
つ
信
義

誠
実
の
要
請
を
考
慮
し
た
と
き
に
、
債
権
者
の
給
付
利
益
に
対
し
て
著
し
く
不
均
衡
に
あ
る
場
合
、
債
務
者
は
、
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
債
務
者
に
期
待
さ
れ
る
べ
き
努
力
を
確
定
す
る
に
際
し
て
は
、
当
該
給
付
障
害
に
つ
き
債
務
者
に
帰
責
事
由
が
存
在
し
て
い
る
か

ど
う
か
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（

62
）。」

と
規
定
さ
れ
た
。

　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
、
事
実
的
不
能
か
否
か
の
判
断
基
準
は
、
債
務
者
は
、
給
付
に
対
し
て
の
債
務
者
の
費
用
と
、
債

権
者
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
に
よ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る（

63
）。

そ
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
、
債
権
者
の
給
付
利
益
に
比
し
て
債
務
者
の
給

付
に
伴
う
費
用
の
負
担
が
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

64
）。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
把
握
す
る
場
面
は
、
一
項
に
把
握
さ
れ
て
い
る
物
理
的
な
不
能
と
は
異

な
り
、
当
然
に
は
給
付
義
務
は
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
二
項
の
把
握
す
る
場
面
は
、
あ
く
ま
で
給
付
義
務
は
存
続
し
て
い
る
の
で
あ

　
（
一
八
三
六
）
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り
、
給
付
義
務
を
存
続
さ
せ
る
か
排
除
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
い
う
「
著
し
い
不
均
衡
」
に
は
、
そ
の
状
態
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
事
実
的
」
ま
た
は
「
実

質
的
」
不
能
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
う
る

（
65
）。

す
な
わ
ち
、
一
項
は
、
給
付
が
万
人
ま
た
は
債
務
者
に
と
っ
て
不
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
債

務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
項
の
想
定
し
て
い
る
事
例
以
外
に
、
そ
の
ま
ま
の
給
付
義
務

を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
実
益
が
な
い
（sinnlos

）
よ
う
な
事
例
を
、
二
項
は
把
握
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
給
付

義
務
の
解
放
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
一
項
を
補
完
し
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
の
意
味
で
も
、「
著
し
い
不
均
衡
」
と
は
、
非
常
に
極
端
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
66
）。

そ
の
よ
う
な
「
著
し
い
不
均
衡
」
が
存
在

す
る
よ
う
な
場
合
に
、
現
実
に
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
給
付
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
権
利
濫
用
（R

echtsm
issbrauch

）
と
な
る（

67
）。

す

な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
い
う
給
付
の
拒
絶
と
い
う
も
の
は
、
債
権
者
が
給
付
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
過

大
な
費
用
を
債
務
者
に
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
、
権
利
濫
用
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
権
利
濫
用
の
思
想
は
、
比
例
原

則
の
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、
債
権
者
が
自
身
の
給
付
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
債
務
者
に
過
大
な
費
用
を
負
わ

せ
て
ま
で
も
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
権
利
者
で
あ
る
と
は
い
え
、
過
剰
な
保
護
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
債

権
者
の
給
付
請
求
は
、
権
利
濫
用
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（

68
）。

4
．
小
括

　

以
上
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
に
お
け
る
不
能
概
念
に
つ
い
て
の
議
論
の
展
開
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
、
二
つ
の
立
場
の

対
立
が
指
摘
で
き
る
。
一
方
は
、
不
能
概
念
は
不
明
確
な
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
的
な
視
点
か
ら
、
不
能
概
念
を
放
棄
し
、
新
た
な
基
準
を

定
立
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、
不
能
概
念
は
、
債
務
者
を
給
付
義
務
か
ら
解
放
す
る
原
因
と
し
て
の
機
能
を
な
お
有
し

　
（
一
八
三
七
）
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て
い
る
と
肯
定
的
に
評
価
し
、
不
能
概
念
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
。
結
果
的
に
、
後
者
の
立
場
が
採
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

こ
の
議
論
の
端
緒
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
に
お
け
る
不
能
概
念
が
か
な
り
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
不
能
概

念
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
事
実
的
不
能
の
類
型
は
、
改
正
議
論
の
当
初
は
、
不
能
概
念
の
放
棄
の
試
み
の
も
と
、
委
員
会
草
案
に
お
い
て
、「
債

務
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
努
力
」
と
い
う
統
一
的
な
基
準
の
も
と
、
事
実
的
不
能
は
、
そ
の
基
準
に
い
う
努
力
を
越
え
る
場
合
で
あ
る

と
さ
れ
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
の
一
局
面
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
立
場
を
批
判
す
る
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
能
概
念
は
維
持

す
る
が
、
事
実
的
不
能
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
不
能
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
権
利
濫
用
の
場
合
を
想
定
し
て
い
た
と
い
え
る
。

討
議
草
案
の
整
理
案
に
お
い
て
は
、
不
能
概
念
を
復
活
さ
せ
た
上
で
、
不
能
の
規
定
と
は
別
途
、「
債
権
者
の
利
益
と
債
務
者
の
費
用
と
の

著
し
い
不
均
衡
」
と
い
う
基
準
の
も
と
、
そ
の
不
能
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
事
実
的
不
能

の
類
型
は
、
債
務
法
改
正
の
議
論
を
経
て
、
新
債
務
法
に
規
定
さ
れ
る
ま
で
、
一
貫
し
て
旧
ド
イ
ツ
民
法
の
よ
う
な
不
能
と
し
て
の
把
握
は

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
を
め
ぐ
る
議
論

1
．
判
例
に
お
け
る
「
一
般
的
な
法
思
想
」
の
展
開
と
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
と
の
関
係
性

　

上
述
の
よ
う
に
、
債
務
法
の
現
代
化
に
お
け
る
議
論
の
結
果
、
不
能
概
念
は
、
鑑
定
意
見
や
、
債
務
法
改
正
委
員
会
の
草
案
が
試
み
て
い

た
よ
う
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
討
議
草
案
の
整
理
案
に
お
い
て
復
活
し
、
改
正
法
に
お
い
て
も
姿
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に

お
い
て
は
、
不
能
概
念
は
、
債
務
者
を
給
付
義
務
か
ら
解
放
す
る
、
お
よ
び
債
権
者
に
損
害
賠
償
請
求
へ
の
移
行
を
認
め
る
原
因
と
し
て
機

　
（
一
八
三
八
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能
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
事
実
的
不
能
の
事
例
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
、
債
権
者
が
給
付
に
対
し
て
有
し
て
い
る
利
益

と
債
務
者
に
要
求
さ
れ
る
出
費
と
の
間
に
著
し
い
不
均
衡
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
明
示
さ

れ
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
政
府
草
案
の
理
由
書
に
お
い
て
は
、Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
が
引
用
さ
れ
て
い
る（

69
）。

そ
こ
に
お
い
て
は
、

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
規
定
の
構
想
が
、
債
務
法
改
正
の
議
論
の
段
階
に
お
い
て
初
め
て
出
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
事
実

的
不
能
の
よ
う
な
著
し
い
不
均
衡
の
事
例
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
り
展
開
さ
れ
て
き
た
「
一
般
的
な
法
思
想
（allgem

eine 

R
echtsgedanke

）」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
以
下
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
代
表
的
な

判
断
を
手
が
か
り
に
、「
一
般
的
な
法
思
想
」
や
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
そ
の
法
思
想
を
導
き
出
し
た
規
範
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

⑴　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
お
け
る
「
一
般
的
な
法
思
想
」
の
展
開

　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
帰
責
性
の
有
無
も
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
給
付
障
害
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
る（

70
）。

一
般
的
に
は
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ

き
で
な
い
給
付
障
害
の
事
例
が
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
給
付
障
害
の
事
例
に
つ
い

て
の
問
題
は
、
あ
ま
り
取
り
扱
わ
れ
て
は
き
て
い
な
い（

71
）。

し
か
し
な
が
ら
、
も
と
も
と
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
規
定
の
成
立
に

は
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
給
付
障
害
の
事
例
が
想
定
さ
れ
て
い
た（

72
）。

　

債
務
者
が
帰
責
さ
れ
る
べ
き
事
例
に
お
い
て
は
、
債
権
者
は
、
債
務
者
が
給
付
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債

務
者
が
不
履
行
を
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
に
、
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る（

73
）。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
債
権
者
の
履
行
請
求
権
の
帰
趨
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
の
契
約
に
お
い
て
は
可
能

　
（
一
八
三
九
）
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で
あ
っ
た
履
行
請
求
が
、
給
付
障
害
が
除
去
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
履
行
請
求
で
は
な
く
損
害
賠
償
請
求
に
よ
っ
て
解
決
が
は
か
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
で
あ
る
。
従
来
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
は
、
原
則
的
に
、

履
行
請
求
に
固
執
す
る
権
利
が
あ
る
。
債
務
者
は
、
損
害
賠
償
の
支
払
い
に
よ
っ
て
自
身
の
義
務
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
契
約
に
よ
っ
て
、
そ

の
よ
う
に
履
行
―
現
物
履
行
―
す
る
よ
う
に
約
し
た
内
容
を
履
行
す
る
義
務
か
ら
、
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い（

74
）。

ま
た
、
債
権
者
が
、

自
身
の
給
付
利
益
を
、
金
銭
で
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る（

75
）。

例
え
ば
、
債
権
者
が
、
債
務
者
が
負
っ
て
い
る
給
付

義
務
に
つ
い
て
ふ
さ
わ
し
い
代
替
物
を
調
達
す
る
こ
と
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
状
況
、
個
別
の
給
付
目
的
物
の
顧
慮
に
お
い
て
生
じ
う

る
債
権
者
の
非
物
質
的
利
益
（
精
神
的
利
益
）、
そ
し
て
、
総
じ
て
「
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
に
該
当
す
る
よ

う
な
場
面
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
は
給
付
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
給
付
が
な
さ
れ
な
い
事
例
に
つ
い
て
は
、
金
銭
賠
償
を
す
る
と

い
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る（

76
）。

　

上
述
の
よ
う
な
考
え
方
を
根
拠
と
し
て
、
原
則
は
、
債
権
者
は
履
行
請
求
に
固
執
し
う
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
き
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
よ
う
な
原
則
を
貫
徹
す
れ
ば
、
債
務
者
が
債
権
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
現
物
履
行
を
提
供
す
る
場
合
に
、
お
そ
ら
く
債
務
者
が
債
権
者

に
金
銭
で
賠
償
す
る
だ
ろ
う
場
合
よ
り
も
、
債
務
者
に
と
っ
て
非
常
に
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
と
な
る
場
合
も
あ
る（

77
）。

そ
の

一
方
で
、
現
物
履
行
が
債
権
者
に
金
銭
賠
償
に
比
し
て
も
た
ら
す
利
益
に
つ
い
て
も
、
債
務
者
の
追
加
的
な
費
用
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
犠
牲
を
債
務
者
に
負
わ
せ
て
ま
で
獲
得
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

78
）。

こ
の
よ
う
な
考
慮
の
も
と
、
判

例
で
は
、
債
務
法
の
現
代
化
の
以
前
か
ら
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項（

79
）や

六
三
三
条
二
項
三
文（

80
）の

特
別
規
定
、
お
よ
び
信
義
誠
実
の
原

則
を
顧
慮
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
の
債
権
者
の
履
行
請
求
に
対
し
て
、
権
利
濫
用
の
法
理
を
も
っ
て
処
理
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
九
七
四
年（

81
）と

一
九
八
七
年（

82
）の

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
二
つ
の
判
決
で
あ
る（

83
）。

　

一
九
七
四
年
の
事
例
に
お
け
る
事
実
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る（

84
）。

被
告
は
、
自
身
の
所
有
地
に
五
つ
の
居
住
用
建
物
を
建
築
す
る

　
（
一
八
四
〇
）
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計
画
を
し
た
。
そ
の
う
ち
、
中
央
部
の
三
つ
に
つ
い
て
は
、
住
居
所
有
権
（W

ohnungseigentum

）
用
に
利
用
し
、
被
告
自
身
も
住
居
所

有
権
者
（W

ohnungseigentum
er

）
と
な
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
残
り
の
両
側
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
被
告
自
身
が
所
有
し
、
他
者
に
賃

貸
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
被
告
は
、
原
告
に
対
し
て
、
中
央
部
の
土
地
に
つ
い
て
の
持
分
を
売
却
し
た（

85
）。

他
方
、
そ
の
残
り
の

両
側
の
土
地
に
は
、
地
下
駐
車
場
が
建
設
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
計
画
に
反
し
て
、
地
下
駐
車
場
の
区
画
が
、
原
告
に
譲
渡
さ

れ
た
土
地
に
（
ほ
ぼ
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
越
境
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
原
告
が
土
地
持
分
権
お
よ
び
住
居
所
有
権
者
と
し
て
の
資
格
を

登
記
し
た
後
に
、
被
告
は
、
原
告
に
無
断
で
、
原
告
の
土
地
に
さ
ら
に
駐
車
場
を
設
置
し
、
そ
れ
を
第
三
者
に
賃
貸
し
し
て
い
た
。
原
告
は
、

地
下
駐
車
場
の
越
境
部
分
の
排
除
、
お
よ
び
、
自
身
の
土
地
上
の
駐
車
場
の
明
渡
し
を
請
求
し
た
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
明
渡
請
求
に
つ
い
て
の
み
認
容
し
、
そ
の
余
に
つ
い
て
は
上
告
を
棄
却
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
原
告
に
は
、
契
約
上
、

お
よ
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ド
イ
ツ
民
法
一
〇
〇
四
条（

86
）の

法
律
上
の
除
去
請
求
権
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
請
求
権
は
、
明
文
上
の
規

定
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
権
利
の
濫
用
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
履
行
が
、
債
務
者
に
と
っ
て
不
均
衡
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
両
者
の

利
益
お
よ
び
全
て
の
状
況
を
考
慮
す
る
際
に
、
正
当
に
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
費
用
と
結
び
付
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
請
求
を
貫
徹
す
る

こ
と
は
、
権
利
濫
用
と
な
る
と
い
う
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
被
告
は
、
地
下
駐
車
場
の
越
境
建
築
部
分
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ

の
排
除
は
、
著
し
い
不
均
衡
、
被
告
に
正
当
に
要
求
す
べ
き
で
な
い
費
用
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、

ド
イ
ツ
民
法
一
〇
〇
四
条
と
の
関
係
で
は
な
く
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項
、
六
三
三
条
二
項
二
文
に
基
づ
い
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

土
地
上
の
駐
車
場
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
解
明
を
必
要
と
し
て
、
原
審
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た（

87
）。

　

一
九
八
七
年
の
事
例
に
お
け
る
事
実
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
告
（
受
任
者
）
が
、
委
任
関
係
（
擬
制
信
託
）
に
基
づ
い
て
、

原
告
（
委
任
者
）
の
た
め
の
土
地
の
所
有
権
を
得
た
。
と
こ
ろ
が
、
被
告
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
た
土
地
の
所
有
権
を
、
取
引
関
係
に
利

用
し
、
そ
の
土
地
を
第
三
者
に
売
却
し
て
、
合
意
の
仮
登
記
（A

uflassungsvorm
erkung

）
を
承
認
し
た
。
原
告
は
、
被
告
に
、
ド
イ
ツ

　
（
一
八
四
一
）
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民
法
六
六
七
条（

88
）の

引
渡
請
求
権
に
基
づ
い
て
、
仮
登
記
の
抹
消
を
請
求
し
た
。
第
三
者
は
、
す
で
に
当
該
仮
登
記
を
放
棄
す
る
準
備
を
な
し

て
は
い
る
が
、
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
土
地
の
評
価
額
の
三
三
倍
の
高
さ
で
の
償
還
額
の
支
払
い
に
対
し
て
の
み
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
合
意
の
仮
登
記
の
除
去
は
、
不
均
衡
な
、
被
告
に
正
当
に
要
求
し
え
な
い
費
用
を
も
っ
て
し
て
の
み

可
能
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
た
め
、
被
告
の
権
利
濫
用
の
抗
弁
に
よ
り
、
原
告
の
仮
登
記
の
除
去
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判

断
し
た
。
債
権
者
の
権
利
、
す
な
わ
ち
被
告
の
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
判
決
に
お
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま

で
あ
っ
た（

89
）。

⑵　

判
断
内
容
の
分
析

　

ま
ず
、
一
九
七
四
年
の
事
例
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
契
約
上
の
排
除
請
求
権
の
当
否
を
問
題
と
し
た
。
原
告
に
は
、
契
約
上
、

お
よ
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ド
イ
ツ
民
法
一
〇
〇
四
条
の
法
律
上
の
除
去
請
求
権
が
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一

〇
〇
四
条
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
三
条
二
項
二
文
か
ら
、
請
負
契
約
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
契
約

上
の
瑕
疵
除
去
請
求
に
拠
り
所
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
原
告
が
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
自
身
の
妨
害
排
除
請
求
を
貫
徹
し
え

な
い
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
明
ら
か
に
不
能
で
あ
る

よ
う
な
給
付
に
つ
い
て
は
、
給
付
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
は
、
第
三
者
と
の
―

必
要
と
あ
ら
ば
、
被
告
に
当
該
状
況
の
場
合
に
要
求
さ
れ
う
る
経
済
的
犠
牲
の
も
と
―
予
定
よ
り
も
早
い
賃
貸
借
契
約
の
終
了
に
つ
い
て
、

納
得
の
上
で
合
意
す
る
こ
と
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

90
）。

被
告
は
、
駐
車
場
の
明
渡
請
求
に
対
し
て
、
そ
の
駐
車
場
を
長
期
間

第
三
者
に
賃
貸
し
て
お
り
、
予
定
よ
り
も
早
い
除
去
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
反
論
と
し
て
挙
げ
た
と
こ
ろ（

91
）、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
原
告
の

排
除
請
求
に
対
す
る
被
告
の
権
利
濫
用
の
抗
弁
を
容
れ
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項
、
六
三
三
条
二
項
二
文
の
規
定
か
ら
、「
一
般
的

　
（
一
八
四
二
）
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な
法
思
想
」
を
読
み
取
り
、
破
棄
差
戻
し
し
た
。

　

こ
の
判
決
の
原
審
は
、
棄
却
の
判
断
を
、
ド
イ
ツ
民
法
一
〇
〇
四
条
と
の
関
連
で
は
な
く
、
請
負
契
約
の
規
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
契
約

上
の
瑕
疵
除
去
請
求
に
対
し
て
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
三
条
二
項
二
文
に
依
拠
し
て
い
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
の
規
定
に
、
一
般
的
な
法
思
想

が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
損
害
賠
償
法
上
の
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項
の
規
定
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
提
供
さ
れ
る
状
況
に
治
癒
す
る
よ
う
に
請
求
す
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
権
利
の
濫
用
と
し
て
具

体
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
請
求
さ
れ
た
側
に
と
っ
て
は
、
不
均
衡
で
、
理
性
に
し
た
が
え
ば
要
求
し
え
な
い
よ
う
な
費
用
の
も

と
の
み
で
し
か
応
じ
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
る（

92
）。

そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
い
う
「
正
当
に
要
求
さ
れ
な
い
費
用（

93
）」

の
把
握
に
つ
い
て
は
、「
両
当
事
者
の
利
益
が
相
互
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

94
）」

こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
相
手
方
に
要
求
し
う

る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、
全
て
の
状
況
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る（

95
）。

こ
の
よ

う
な
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
が
、「
一
般
的
な
法
思
想
」
と
呼
ば
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
推
論
さ
れ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
駐
車
場
の
事
例
も
、
地

下
駐
車
場
の
越
境
建
築
の
事
例
も
、
そ
の
排
除
に
つ
い
て
は
、
契
約
上
の
根
拠
と
し
て
、
目
的
物
の
瑕
疵
担
保
権
以
外
の
履
行
請
求
権
を
考

慮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
排
除
請
求
権
の
限
界
と
し
て
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
三
条
二
項
二
文
が
問
題
と
な
る
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
規
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
一
般
的
な
法
思
想
」
に
関
連
づ
け
て
い
る（

96
）。

こ
の
よ
う
な
抗
弁
の
要
件
は
、
両
妨
害
排
除

請
求
権
に
関
し
て
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
判
決
に
お
い
て
、
不
均
衡
で
あ
り
、
債
務
者
に
正
当
性
を
も
っ
て
要
求
し
え
な
い
費
用

を
要
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
特
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
一
般
的
な
法
思
想
」
は
、
一
九
八
七
年
の
判
決
に
お
い
て
、
再
度
登
場
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
仮
登
記
の
排
除
に
基
づ
く
原
告
の
請
求
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
そ
の
補
償
が
高
額
で
あ
っ

　
（
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た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
請
求
は
権
利
濫
用
と
な
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
被
告
が
、
原
告
か
ら
の
請
求
に
対
し
て
は
、
不
均
衡
で
あ
る
、

正
当
に
要
求
さ
れ
え
な
い
費
用
の
も
と
で
の
み
応
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
そ
の
判
断
に
お
い
て
、
上
述
の
判
決
お
い
て
展
開
さ

れ
た
「
一
般
的
な
法
思
想
」
に
依
拠
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
「
一
般
的
な
法
思
想
」
に
依
拠
し
た
一
九
八
七
年
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
負
う
こ
と
と
な
る
犠
牲
の
限
度
に
つ
い
て

の
法
律
上
の
根
拠
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
三
条
二
項
二
文
、
二
五
一
条
二
項
が
示
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
も
、

被
告
に
と
っ
て
過
大
な
要
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
検
討
の
枠
組
み
に
お
け
る
不
均
衡
の
問
題
に
関
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
純
粋
に
価
格
的
な

関
係
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
状
況
を
も
考
慮
し
て
い
る
。
結
果
に
お
い
て
は
、
被
告
の
故
意
に
よ
る
契
約
違
反
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告

に
対
し
て
当
該
土
地
の
価
格
の
三
三
倍
も
の
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、
正
当
に
要
求
し
得
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

⑶　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
へ
の
影
響

　

上
述
し
た
判
例
の
命
題
が
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
制
定
の
際
に
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
章
で
触
れ
た
債
務
法
改
正
の
議

論
の
展
開
に
お
い
て
、
給
付
障
害
法
委
員
会
に
お
い
て
改
正
案
の
正
当
化
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
判

例
の
命
題
を
規
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
要
約
さ
れ
た
形
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
実
質
的
に
的
確
な
方
法
に
、
法
律
上
の
権
利
に
変
え
ら

れ
た
と
さ
れ
て
い
る（

97
）。

　

カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
成
立
前
の
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
二
項
の
規
定
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項
、

六
三
三
条
二
項
、
六
五
一
ｃ
条
二
項
の
規
定
と
、
あ
る
種
の
類
似
が
見
出
せ
る
と
い
う
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
共
通
の
思
想
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
「
一
般
的
な
法
思
想
」
と
し
て
形
成
し
た
。
そ
の
思
想
を
、
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
著

し
く
不
均
衡
な
事
案
で
あ
る
事
実
的
不
能
を
把
握
す
る
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
二
項
の
規
定
に
反
映
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
規
定
は
、
真

　
（
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に
新
た
な
改
良
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う（

98
）。

　

ま
た
、
こ
の
規
定
が
、
上
述
し
た
「
一
般
的
な
法
思
想
」
の
も
と
と
な
っ
た
規
定
と
区
別
さ
れ
る
点
と
し
て
は
、
均
衡
の
査
定
の
際
に
決

定
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
二
つ
の
基
準
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う（

99
）。

そ
の
二
つ
の
基
準
と
は
、
第
一
に
、
給
付
に
対
し
て
有
し

て
い
る
債
権
者
の
利
益
の
重
要
性
、
第
二
に
、
そ
の
債
権
者
の
利
益
と
債
務
者
の
費
用
と
の
不
均
衡
に
「
重
大
さ
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る（

100
）。

　

ま
ず
、
第
一
の
基
準
に
お
い
て
、
債
権
者
の
利
益
を
問
題
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
、
お
よ
び
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五

一
条
二
項
、
六
三
三
条
二
項
三
文
に
つ
い
て
の
支
配
的
見
解
に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
内
容
を

こ
れ
ら
の
規
定
の
文
言
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
の
今
現
在
の
解
釈
が
、
間
接
的
に
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
二
項
に
よ
っ

て
、
規
定
さ
れ
た
旨
を
指
摘
す
る（

101
）。

　

次
に
、
第
二
の
基
準
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
不
均
衡
の
「
重
大
さ
」
で
あ
る
。
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項
、
六
三
三
条
二
項
三

文
と
は
異
な
り
、
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
二
項
は
、
そ
の
不
均
衡
の
「
重
大
さ
」
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
不
均
衡
は
、
と
り

わ
け
極
端
な
も
の
で
あ
っ
て
、
信
義
誠
実
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
債
務
者
に
と
っ
て
費
用
が
完
全
に
負
担
し
え
な
い
程
度
の
も
の
に
ま
で
達

し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る（

102
）。

こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
債
権
者
が
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
不
能
の
場
合
に

は
、
自
身
の
請
求
権
を
賠
償
な
し
に
喪
失
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項
の
事
例

に
お
い
て
は
、
債
権
者
は
、
原
則
的
に（

103
）

―
価
値
の
損
失
を
十
分
に
調
整
す
る
―
金
銭
に
よ
る
補
償
を
得
る
こ
と
を
甘
受
す
る
の
み
で
あ

り
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
三
条
二
項
の
事
例
に
お
い
て
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
四
条
に
基
づ
く
解
除
、
お
よ
び
報
酬
減
額
請
求
権
で
は
な

く
、
瑕
疵
除
去
請
求
権
の
み
を
失
う（

104
）。

そ
の
救
済
に
よ
っ
て
、
債
権
者
は
、
約
し
た
と
お
り
の
契
約
の
履
行
の
経
済
上
の
利
益
を
、
通
例
、

少
な
く
と
も
部
分
的
に
獲
得
し
う
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
点
、
討
議
草
案
の
整
理
案
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き

　
（
一
八
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不
能
の
場
合
は
、
債
権
者
は
Ｋ
Ｆ
二
八
〇
条
、
二
八
三
条
に
基
づ
い
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
債

務
者
が
よ
り
容
易
く
現
物
履
行
の
第
一
次
的
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ

ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、「
重
大
な
」
不
均
衡
の
要
件
は
、
十
分
に
根
拠
が
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
Ｋ
Ｆ
二
七
五

条
二
項
は
、
極
端
な
事
例
に
あ
わ
せ
て
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

（
105
）。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項
、
六
三
三
条
二
項
三
文
の
法
思
想
の
一
般
化
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
と
一

致
し
て
い
る
。
一
九
七
四
年
の
判
決
に
お
い
て
は
、
被
告
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
地
下
駐
車
場
が
、
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
原
告
の
土
地
に
突

出
し
て
い
た
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
越
境
建
築
物
の
除
去
は
、
控
訴
審
裁
判
所
の
認
定
に
基
づ
い
て
、
被
告
に
と
っ
て
、
場
所
に
関

す
る
関
係
の
考
慮
の
も
と
、
過
度
に
大
き
い
、
被
告
に
正
当
に
要
求
さ
れ
え
な
い
費
用
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、

訴
え
を
斥
け
た
。
場
所
に
関
し
て
、
詳
細
が
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
、
極
限
事
例
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
お
明
ら
か
で
あ
る（

106
）。

一
九

八
七
年
の
判
決
に
お
い
て
は
、
被
告
が
、
委
任
に
基
づ
い
て
、
原
告
に
譲
渡
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
土
地
に
関
し
て
、
契
約
に
違
反
し
て
、

仮
登
記
を
第
三
者
に
有
利
な
結
果
と
な
る
よ
う
に
承
認
し
た
。
こ
の
仮
登
記
の
抹
消
は
、
土
地
の
価
格
の
三
三
倍
の
高
さ
の
補
償
に
よ
っ
て

の
み
、
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
委
任
関
係
に
裏
付
け
ら
れ
た
除
去
請
求
権
を
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項
、
六

三
三
条
二
項
三
文
の
法
思
想
を
顧
慮
し
て
、
排
除
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
判
決
か
ら
は
、
第
三
者
が
補
償
請
求
を
考
慮
し
て
い
た
よ
う

に
、
こ
れ
が
完
全
に
限
度
を
越
え
て
い
る
こ
と
が
、
極
め
て
自
然
で
あ
る
と
は
読
み
取
れ
ず
、
こ
れ
も
同
様
に
極
限
事
例
が
問
題
と
な
る

（
107
）。

　

以
上
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
一
連
の
判
決
が
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
の
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五

条
二
項
一
文
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
給
付
費
用
と
債
権
者
の
給
付
利
益
と
の
間
の
著
し
い
不
均
衡
の
要
件
に
よ
っ
て
、
債
務
者
が
難
な
く
金

銭
賠
償
に
よ
っ
て
自
身
の
現
物
履
行
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
う
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
文
に
お
い
て
、
債
務
者
の
帰
責
性
の
有
無

　
（
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を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
に
故
意
、
も
し
く
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
現
物
履
行
が
要
求
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
援

用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
斟
酌
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る（

108
）。

こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
ま
さ
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
一
連
の
判
決
に
お
け
る
「
一
般
的
な

法
思
想
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
限
り
で
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、「
一
般
的
な
法
思
想
」
を
打
ち
出

す
も
の
で
あ
り
、
比
例
原
則
へ
の
回
帰
の
も
と
、
権
利
濫
用
の
禁
止
を
具
現
化
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

（
109
）。

2
．
事
実
的
不
能
の
具
体
的
内
容

　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
規
定
の
制
定
の
経
緯
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
思
想
が
根
底
に
存
在
し
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
を
正
当
化

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
を
も
と
に
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
把
握
す
る
、
事
実
的
不
能
の
事
例
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
状

況
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
の
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、

ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
章
に
お
い
て
概
観
は
し
た
が
、
以
下
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

⑴　

総
論

　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
が
把
握
し
て
い
る
事
例
は
、
給
付
が
債
権
者
の
利
益
（G

läubigerinteresse

）
に
比
し
て
、
著
し
い
不
均

衡
（grobe U

nverhältnism
äß

igkeit

）
に
あ
る
費
用
（A

ufw
and

）
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
、
い
わ
ゆ
る

実
質
的
不
能
（praktische U

nm
öglichkeit

）、
も
し
く
は
事
実
的
不
能
（faktische U

nm
öglichkeit

）
と
い
っ
た
用
語
の
も
と
で
把
握

さ
れ
て
い
た
事
例
で
あ
る
。
給
付
障
害
の
除
去
が
、
確
か
に
理
論
上
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
理
性
あ
る
債
権
者
に
よ
っ
て
は
期
待
さ
れ
え
な

　
（
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い
、
す
な
わ
ち
、
債
務
者
が
義
務
と
し
て
負
担
す
る
以
上
の
―
契
約
上
負
っ
て
い
る
費
用
を
、
著
し
く
越
え
る
よ
う
な
―
努
力
を
も
っ

て
し
て
の
み
提
供
さ
れ
う
る
給
付
は
、
債
務
者
に
要
求
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
例
の
み
が
把
握
さ
れ
て
い
る（

110
）。

教
科
書
的
な
設

例
で
は
、
海
底
に
沈
ん
だ
指
輪
の
引
渡
し
や
、
沈
没
船
の
引
き
上
げ
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

111
）。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
比
例
原
則
（V

erhältnism
äß

igkeitsprinzip

）
の
回
帰
の
も
と
、
権
利
濫
用

の
禁
止
と
い
う
原
則
の
具
体
化
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る（

112
）。

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
費
用
に
よ
っ
て
、

金
銭
的
な
負
担
も
、
行
為
や
そ
れ
と
同
様
の
人
的
努
力
も
同
様
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
り（

113
）、

そ
の
意
味
で
、
債
務
者
の
費
用
と
債
権

者
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
帰
責
性
の
あ
る
事
例
に
つ
い
て
、
基
準
を
決
定
す
る
ド
イ
ツ
民
法
二

七
五
条
二
項
二
文
が
、「
努
力
（A

nstrengungen

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る（

114
）。

ま
た
、

債
務
者
の
費
用
と
、
債
権
者
の
利
益
と
が
相
応
し
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
基
準
と
し
て
の
債
権
者
利
益
の
把
握
の
際
に
は
、
営
利
上
の
利

益
の
み
な
ら
ず
、
精
神
上
の
動
機
も
ま
た
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る（

115
）。

そ
の
よ
う
な
、
具
体
的
に
比
例
し
て
い
る
か
否
か
と
い

う
検
討
に
つ
い
て
は
、「
債
務
関
係
の
内
容
（Inhalt des Schuldverhältnisses

）」
お
よ
び
「
信
義
誠
実
の
要
請
（G

ebote von T
reu 

und G
lauben

）」
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
債
務
者
の
帰
責
性
（V

ertretenm
üssen

）
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
重
要
と
さ
れ
て
い
る
要
素
で
あ
る
、「
著
し
い
不
均
衡
」、「
債

務
者
の
帰
責
性
」、「
債
務
関
係
の
内
容
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

⑵　

著
し
い
不
均
衡

　

債
務
者
が
給
付
に
必
要
と
す
る
費
用
が
、
債
権
者
の
利
益
と
比
し
て
著
し
く
不
均
衡
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
を
拒

　
（
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絶
し
、
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

116
）。

こ
の
場
合
の
不
均
衡
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
債
務
関
係
の
内
容
（
二
項
一
文
）、
信
義

誠
実
の
要
請
（
二
項
一
文
）、
お
よ
び
債
務
者
が
給
付
障
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
の
状
況
（
二
項
二
文
）
が

顧
慮
さ
れ
う
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
慎
重
に
考
量
す
る
こ
と
（A

bw
ägung

）
の
結
果
と
し
て
は
、
給
付
に

つ
い
て
の
費
用
、
お
よ
び
債
権
者
の
利
益
と
い
う
両
者
の
関
係
上
の
判
断
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う（

117
）。

こ
の
こ

と
か
ら
、
不
均
衡
が
判
断
さ
れ
る
際
に
は
、
給
付
に
つ
い
て
の
債
務
者
の
費
用
と
、
債
権
者
の
利
益
が
中
心
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る（

118
）。

さ
ら
に
は
、
全
て
の
現
実
給
付
義
務
の
利
益
に
な
る
、
ま
た
は
不
利
益
に
な
る
と
い
う
状
況
の
包
括
的
な
考
慮
を
認
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
単
に
費
用
と
利
益
の
基
準
に
関
係
す
る
状
況
、
お
よ
び
追
加
的
な
状
況
―
債
務
者
が
給
付
障
害
に
つ
き
責
任
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
も
し
く
は
負
わ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
状
況
、
す
な
わ
ち
債
務
者
の
帰
責
性
―
の
考
慮
の
み
を
想
定
し
て
い
る
と
さ
れ

る（
119
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
均
衡
性
の
検
討
は
、
債
権
者
の
利
益
と
債
務
者
の
費
用
を
比
較
衡
量
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、「
債

務
関
係
の
内
容
」
お
よ
び
「
信
義
誠
実
の
要
請
」
の
顧
慮
の
も
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
債
務
者
の
帰
責
性
」
の
考
慮
も
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
立
法
者
の
構
想（

120
）に

基
づ
く
規
範
が
、
権
利
の
濫
用
的
な
給
付
の
要
求
と
い
う
「
極
限
事

例
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
に
、
債
権
者
の
利
益
と
、
給
付
障
害
の
除
去
に
つ
い
て
必
要
と
な
る
債
務
者
の
費
用
と
の
間
に
、「
著
し

い
不
均
衡
」
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る（

121
）。

　

ま
た
、
費
用
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
給
付
に
関
係
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
給
付
に
つ
い
て
は
、

債
務
者
が
給
付
を
約
束
し
た
よ
う
に
算
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

122
）。

な
お
、
そ
の
際
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
努
力
が
、
給
付
障
害
に
よ
っ
て

阻
害
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
り
、
債
権
者
が
債
務
者
の
全
て
の
義
務
づ
け
ら
れ
た
努
力
に
お
い
て
有
し
て
い
る
給
付
利
益
と
比
較

す
る
も
の
が
費
用
と
い
う
こ
と
に
な
る（

123
）。

　
（
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債
権
者
の
給
付
利
益
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
が
、
そ
の
契
約
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
利
益
を
得
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
か
に
よ

る
こ
と
と
な
る（

124
）。

そ
の
た
め
、
債
務
関
係
の
内
容
に
照
ら
し
た
、
債
権
者
の
個
々
の
状
況
に
照
準
が
あ
わ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る（

125
）。

立
法
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
把
握
の
際
に
決
定
的
な
基
準
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、（
価
格
に
関
し
て
見
積
も
る
）
商
業
的
な
利
益
の

み
で
は
な
い
。
契
約
の
内
容
、
目
的
も
考
慮
さ
れ
た
上
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
―
そ
れ
が
契
約
に
お
い
て
把
握

さ
れ
て
い
た
場
合
、
お
よ
び
そ
の
限
り
で
―
精
神
的
な
動
機
も
ま
た
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る（

126
）。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
給
付
利
益
が
金
銭
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
金
額
は
、
原
則
的
に
は
、
債
権
者
が
、
障
害
を
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
債
務
者
に
よ
る
不
履
行
の
場
合
に
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
で
き
る
金
額
と
な
り（

127
）、

そ
れ
が
債
権
者
側
の
給
付
利
益

の
下
限
を
決
す
る
こ
と
と
な
る（

128
）。

さ
ら
に
、
同
様
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
者
の
給
付
利
益
は
、
例
え
ば
事
後
的
な
損
害
、
ま
た
は
債

権
者
が
債
務
者
に
提
供
さ
れ
た
給
付
に
よ
っ
て
実
現
し
え
た
で
あ
ろ
う
転
売
利
益
も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
給
付
の
代
償
と
し

て
提
供
す
る
金
銭
的
等
価
物
と
比
し
て
、
債
権
者
利
益
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
の
事
情
が
存
在
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い（

129
）。

　

な
お
、
そ
の
債
権
者
の
利
益
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
時
期
と
し
て
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
履
行
期
の
時
点
、
す
な
わ
ち
、
債
権

者
が
給
付
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
点
で
あ
る（

130
）。

た
だ
、
債
権
者
の
給
付
利
益
が
、
履
行
期
に
お
い
て
も
な
お
増
大
し
て
い
る
限
り

で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る（

131
）。

こ
れ
と
同
様
に
、
後
の
給
付
利
益
の
減
少
も
、
ま
た
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る（

132
）。

　

上
述
の
よ
う
な
費
用
と
利
益
の
衡
量
に
お
い
て
、
著
し
い
不
均
衡
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
自
身
の
給
付
義
務
か
ら
―
要
件

を
満
た
す
場
合
に
は
、
金
銭
賠
償
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
解
放
さ
れ
る
。
不
均
衡
な
費
用
を
も
っ
て
さ
え
す
れ
ば
、
給
付
の
提
供
は
可

能
で
あ
る
が
、
著
し
い
不
均
衡
を
も
っ
て
し
て
、
給
付
義
務
の
限
界
を
画
す
る
の
で
あ
る（

133
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
著
し
い
不
均
衡
に
関
し

　
（
一
八
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て
は
、「
事
実
的
」
ま
た
は
「
実
質
的
」
不
能
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
給
付
義
務
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
実
益

が
な
い
よ
う
な
事
例
を
把
握
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
一
項
を
補
完
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

134
）。

そ
の
た

め
、
著
し
い
不
均
衡
と
は
、
非
常
に
極
端
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り（

135
）、

現
実
に
債
権
者
が
給
付
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、

そ
れ
は
実
益
が
な
い
も
の
、
ま
た
は
権
利
濫
用
と
さ
れ
る（

136
）。

よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
の
著
し
い
不
均
衡
の
基
準
は
、
理
性
あ
る
債
権
者

な
ら
ば
、
債
務
者
が
必
要
な
費
用
を
工
面
す
る
こ
と
を
顧
慮
し
え
な
い
場
合
に
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る（

137
）。

　

な
お
、
現
物
給
付
の
提
供
が
、
単
に
不
経
済
で
あ
る
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
費
用
に
か
ん
が
み
て
明
ら
か
に
、
か
つ
高
い
程
度
に
お
い
て
実

益
が
な
い
と
い
う
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
債
権
者
の
請
求
権
が
、
第
一
に
現
物
履
行
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
る（

138
）。

現
物
履
行
を
請
求
す
る
権
利
は
、
法
秩
序
に
お
い
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
が
現
物
履
行
を

単
に
不
経
済
で
あ
る
こ
と
の
み
で
拒
絶
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
法
に
お
い
て
認
め
た
こ
と
自
体
が
疑
わ
れ
る
こ
と
と
な
る（

139
）。

こ
の
よ
う

な
根
拠
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
債
権
者
の
給
付
に
対
し
て
把
握
し
て
い
る
利
益
、
お
よ
び
給
付
約
束
に
基
づ
く
現
物
履
行

請
求
権
に
か
ん
が
み
て
、
不
経
済
で
あ
る
こ
と
や
、
単
な
る
不
均
衡
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
拒
絶
す
る
に
あ
た
っ
て
十
分
と
は
い
え
な
い
と

し
た
。
著
し
い
不
均
衡
と
い
う
極
端
な
場
合
で
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る（

140
）。

⑶　

債
務
者
の
帰
責
性

　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
債
権
者
の
給
付
請
求
に
対
し
、
債
務
者
が
、
自
身
が
そ
の
ま
ま
給
付
義
務
を
負
う
こ
と
が
著
し
く
不
均

衡
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
初
め
て
給
付
義
務
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
抗
弁
権
構
成
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
債
務
者
が
、
ド
イ
ツ

民
法
二
七
六
条（

141
）に

お
い
て
、
不
均
衡
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
状
況
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
よ
る
た
め
で
あ
り
、
債
務
者
が
給
付
障
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文
の

　
（
一
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帰
責
性
に
基
づ
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
具
体
的
に
は
、
お
お
よ
そ
全
て
の
契
約
上
、
お
よ
び
法
律

上
の
給
付
関
係
に
お
い
て
、
給
付
障
害
が
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
事
例
は
、
債
務
者
が
責
任
を
負
う
こ
と
が
導
か
れ
る
た
め
、
あ
ま
り

問
題
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
と
り
わ
け
、
債
務
者
が
給
付
障
害
に
つ
い
て
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
特
定
物

売
買
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
激
し
く
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
立
法
資
料
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文
は
、
債
務
者
は
、
一
般
に
給
付
障
害
の
克
服
に
つ
い
て

の
努
力
を
引
き
受
け
る
必
要
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
常
に
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
依
拠
し
う
る
、
と
い
う
逆
の
推
論
は
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
、
自
身
に
過
失
が
な
い
場
合
に
も
、
少
な
く
と
も
努
力
し
、
障
害
を
除
去
す
る
か
、
も
し
く
は
第
三

者
に
譲
渡
し
た
契
約
目
的
物
を
取
戻
す
こ
と
が
期
待
で
き
る
場
合
に
は
、
最
小
限
、
市
場
価
格
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
の
価
格
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
ま
た
、
債
務
者
が
過
失
な
き
錯
誤
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
取
引
上
必
要
な
注
意
が
な
さ
れ

な
か
っ
た
場
合
に
も
、
な
お
、
給
付
障
害
は
、
自
身
の
「
活
動
領
域
（Sphäre

）」
に
存
在
す
る
瑕
疵
に
起
因
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
給
付

障
害
に
つ
い
て
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
な
い
場
合
に
も
、
帰
責
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
努
力
お
よ
び
支
出
が
期
待
さ
れ
え
な
い
の
み
で
あ
り（

142
）、

全

く
何
も
し
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
事
例
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
―
そ
れ
が
仮
定
的
な
場
合
も
―
合
致
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
債
務
者
に
と
っ
て
は
、
一
般
的
な
特
定
物
売
買
で
あ
っ
て
も
、
調
達
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
こ

と
と
な
る
。
な
お
、
債
務
者
が
、
給
付
障
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文
に

基
づ
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る（

143
）。

　

こ
の
点
を
問
題
視
し
、
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
給
付
障
害
の
際
に
は
、
債
務
者
に
は
何
ら
の
責
任
も
負
わ
せ
る
べ
き
で
な
い
、
す
な
わ
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ち
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
を
、「
偶
然
の
解
放
の
原
則
（P

rinzip der Z
ufallsbefreiung

）」
に
近
接
さ
せ
よ
う
と
い
う
解
釈
が
登
場

し
た
の
が
、
激
し
い
議
論
の
発
端
と
な
っ
て
い
る（

144
）。

こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
給
付
障
害
が
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
け
れ
ば
、
債
務

者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
立
法
構
想
が
、
原
始
的
な
障
害
の
際
も
、
後
発
的
な
障
害
の
際
も
、
ど
ち
ら
も
同
様
に
債
務

者
は
自
身
の
「
活
動
領
域
」
を
支
配
し
て
い
る
た
め
、
特
定
の
追
加
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五

条
は
、
偶
然
の
（
除
去
の
可
能
な
）
給
付
障
害
か
ら
債
務
者
を
一
般
的
に
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
を
除
外
し
、
こ
の
こ
と
を
正
当
化
し
て
い

る（
145
）点

に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
柔
軟
に
個
別
に
事
例
を
考
慮
す
る
こ
と
が
支
持
さ
れ
て
い
る
の
み
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る（

146
）。

立
法
構
想
の
よ
う
に
、
債
務
者
が
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
努
力
す
る

こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
と
な
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
契
約
に
お
け
る
信
義
の
原
則
の
違
反
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
と
、
こ
の
立
場
は
厳

し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る（

147
）。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
対
立
に
は
、
こ
こ
で
の
議
論
が
、
一
般
給
付
障
害
法
に
お
い
て
、
保
証
法
を
統
合
し
よ
う
と
い
う
流
れ

の
も
と
で
実
質
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
七
条（

148
）一

号
、
四
三
九
条（

149
）に

よ
る
売
主
の
追

履
行
義
務
も
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
よ
っ
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が
存
在
し
て
い
る（

150
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
何
が
特
定
物
売
買
に

お
い
て
ふ
さ
わ
し
い
追
履
行
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
の
文
理
に
忠
実
に
解
釈
す
れ
ば
、

特
定
物
、
お
よ
び
種
類
物
売
買
の
相
違
を
不
必
要
な
も
の
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
な
る（

151
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
対
し

て
は
、
給
付
目
的
物
の
性
質
に
基
づ
い
て
存
在
し
て
い
る
相
違
と
い
う
も
の
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
批
判
す
る
見
解
が
存
在

し
て
い
る
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
、
特
定
物
売
買
の
際
に
も
、
債
務
者
が
帰
責
さ
れ
る
場
合
に
、
瑕
疵
あ
る
給
付
の
提
供
に
基
づ

い
て
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
限
り
で
は
、
そ
の
よ
う
な
相
違
を
不
必
要
と
す
る
こ
と
が
賛
同
さ
れ
て
は
い
る（

152
）も

の
の
、
特
定
物
売
買
、

お
よ
び
種
類
物
売
買
に
つ
い
て
正
確
な
限
界
づ
け
を
す
る
場
合
に
は
、
特
定
物
売
買
の
際
に
は
、
す
で
に
そ
の
契
約
の
目
的
物
に
よ
っ
て
契
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約
の
内
容
は
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
賠
償
の
請
求
は
な
し
え
な
い
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る（

153
）。

ま
た
、
こ

の
よ
う
な
考
え
を
肯
定
す
る
に
し
て
も
、
修
補
義
務
の
観
点
か
ら
、
特
定
物
売
買
の
際
に
は
、
売
主
の
給
付
義
務
の
契
約
上
の
制
限
が
配
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る（

154
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
結
局
は
等
価
利
益
の
保
護
の
み
が
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
三
項
に

つ
い
て
、
特
定
物
売
買
の
際
に
は
、
具
体
的
に
購
入
物
の
価
値
の
み
を
絶
対
的
な
上
限
と
し
て
考
慮
す
る
と
い
う
見
解
も
存
在
す
る（

155
）。

こ
の

見
解
は
、
購
入
価
格
（
反
対
給
付
）
に
、
特
定
物
売
買
の
際
に
提
供
さ
れ
る
べ
き
費
用
に
つ
い
て
、
絶
対
的
な
犠
牲
限
度
が
現
れ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り（

156
）、

そ
の
試
み
は
、「
偶
然
の
解
放
の
原
則
」
と
同
じ
く
、
契
約
内
容
を
重
視
す
る
も
の
と
同
様
の
方

向
に
進
ん
で
い
る
と
い
う（

157
）。

そ
の
限
り
で
、
―
政
府
草
案
の
理
由
書
に
反
し
て
―
特
定
物
の
給
付
債
務
の
際
に
は
、
常
に
購
入
価
格
を

犠
牲
限
度
と
し
て
、
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
給
付
障
害
の
際
に
提
供
さ
れ
る
費
用
と
し
て
考
え
、
し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
に
割
り
当
て
ら
れ

て
い
る
低
下
し
た
金
額
を
極
度
額
と
し
て
追
履
行
に
す
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る（

158
）。

こ
の
立
場
は
、
決
定
的
に
「
債
務
関
係
の
内

容
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
量
を
持
ち
出
す
場
合
に
は
、
偶
然
の
解
放
の
原
則
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に

近
接
さ
せ
る
こ
と
の
試
み
が
、
よ
り
規
定
の
文
言
と
一
致
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る（

159
）。

そ
し
て
、
上
述
の
よ

う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
典
型
的
な
特
定
物
売
買
の
際
に
、
責
め
に
帰
す
べ
き
で
な
い
給
付
障
害
の
事
例
に
お
い
て
は
、
債
務
者
は
再

調
達
義
務
の
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

160
）。

　

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
給
付
障
害
が
、
事
後
的
な
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
も
し
く
は
、
債
務
者
が

そ
れ
を
知
っ
て
い
た
、
ま
た
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文
に
よ

っ
て
、
債
務
者
が
そ
の
給
付
障
害
の
除
去
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
う
る
費
用
を
査
定
す
る
場
合
に
、
債
務
者
の
有
利
に
な
る
よ
う
に
、
相
当
な

方
法
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
債
務
関
係
の
内
容
に
基
づ
い
て
識
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
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そ
の
際
、
決
定
的
と
な
る
も
の
は
、
債
務
関
係
の
内
容
、
す
な
わ
ち
、
契
約
類
型
の
リ
ス
ク
の
構
造
で
あ
る（

161
）。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
片

務
契
約
の
よ
う
な
類
型
の
場
合
に
は
、
債
務
者
は
追
加
的
な
費
用
に
つ
い
て
は
約
束
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
り
、
双
務
契
約
の
よ
う
な
類

型
の
場
合
に
は
、
追
加
的
な
費
用
は
、
通
例
、
債
権
者
の
反
対
給
付
の
高
さ
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る（

162
）。

　

そ
し
て
、
債
務
者
が
調
達
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
た
場
合（

163
）に

は
、
そ
の
調
達
費
用
が
反
対
給
付
よ
り
も
高
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
債
務
者

は
、
引
き
受
け
た
調
達
の
リ
ス
ク
の
範
囲
に
お
い
て
、
予
期
し
え
な
い
、
お
よ
び
過
失
の
な
い
調
達
障
害
の
克
服
に
つ
い
て
も
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
よ
っ
て
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、

ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
の
行
為
基
礎
の
喪
失
の
抗
弁
の
み
が
、
そ
の
限
界
を
画
す
る
こ
と
と
な
る（

164
）。

　

こ
の
議
論
の
対
立
軸
は
、
次
に
み
る
、「
債
務
関
係
の
内
容
」
と
い
う
要
素
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
内
容
と
も
関
連
す

る
も
の
で
あ
る
。

⑷　

債
務
関
係
の
内
容

　

債
務
関
係
の
内
容
は
、
他
の
考
慮
要
素
と
同
様
に
、
明
文
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
同
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
契
約
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
債
務
関
係
の
際
に
、
特
別
な
意
義
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
債
務
関
係
の
内
容
と
い
う
要
素
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
具
体
的
に
現
れ
て
く
る
と
い
え

る
。

　

例
え
ば
、
債
務
者
が
給
付
約
束
に
よ
っ
て
、
あ
る
一
定
の
費
用
を
引
き
受
け
た
場
合
、
債
務
者
は
、
こ
の
費
用
が
、
債
権
者
の
利
益
と
比

較
す
れ
ば
、
実
際
に
は
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
債
務
関
係
に
基
づ
い
て
、
拠
り
ど
こ
ろ
と
は
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ

の
こ
と
か
ら
、
債
務
者
自
身
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
費
用
ま
で
は
、
著
し
い
不
均
衡
に
該
当
す
る
よ
う
な
場
合
が
、
そ
の
給
付
約
束
に
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よ
っ
て
最
初
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る（

165
）。

す
な
わ
ち
、
給
付
約
束
の
際
に
、
債
務
者
は
、
最
初
か
ら
一
定
の
費

用
を
引
き
受
け
う
る
と
と
も
に
、
費
用
の
リ
ス
ク
を
も
引
き
受
け
う
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
費
用
の
リ
ス
ク
を
引
き
受

け
る
こ
と
が
、
債
務
関
係
の
内
容
の
一
部
と
な
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
起
こ
り
う
る
債
権
者
側
の
給
付
利
益
と
の
間
の
不
均
衡
に
依
拠

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
、
自
身
が
引
き
受
け
た
リ
ス
ク
の
範
囲
に
お
い
て
、
上
昇
し
た
費
用
も
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る（

166
）。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
み
る
と
、
給
付
義
務
の
限
界
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
規
定
に
い
う
よ
う
な
広
範
な
考
量
は
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
す
で
に
相
応
し
て
い
る
契
約
上
の
取
決
め
の
内
容
か
ら
の
み
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
債
務
関
係

の
内
容
か
ら
の
み
生
じ
う
る
こ
と
と
な
り
そ
う
で
あ
る（

167
）。

こ
の
こ
と
は
、
債
務
者
に
は
、
明
確
に
、
自
身
の
適
切
な
、
お
よ
び
適
時
の
そ
の

も
の
の
提
供
が
留
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
へ
も
導
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
提
供
者
に
よ
っ
て
放
置
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
務
者
が

同
一
物
の
填
補
行
為
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
思
慮
分
別
の
あ
る
評
価
に
よ
れ
ば
、
何
の
問
題
も
な
く
給
付
義
務
に
拘
束
さ
れ
な
い

こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
債
務
者
が
調
達
義
務
を
負
う
（
引
き
受
け
て
い
る
）
場
合
に
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
論
稿
に
よ
れ
ば
、
債
務

者
の
第
一
次
的
な
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
は
、
発
生
し
た
給
付
障
害
が
、
調
達
義
務
の
特
性
と
関
係
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
務
者
に
契
約

上
引
き
受
け
ら
れ
た
リ
ス
ク
の
範
囲
外
で
存
在
す
る
場
合
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る（

168
）。

そ
れ
ら
の
判
断
は
、
契
約
上
決
定
さ
れ
た
内
容
、
す
な
わ
ち
債
務
関
係
の
内
容
に
よ
っ
て
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
っ
て
も
、

極
め
て
二
元
的
な
構
造
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
立
法
の
態
度
に
対
し
て
、
解
釈
の
動
向
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
二
元
的
な
構
造
に
懐
疑
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
債
務
関
係
の
内
容
、
お
よ
び
契
約
上
の
取
決
め
が
、
第
二
次
的
な
損
害
賠
償
義
務
を
顧
慮
し
て
債
務
者
の
帰

責
性
を
否
定
し
つ
つ
も
、
同
時
に
第
一
次
的
な
給
付
義
務
に
固
執
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
実
際
に
即
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
い
う
の
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で
あ
る（

169
）。

そ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
契
約
上
の
リ
ス
ク
の
限
度
は
、
第
一
次
的
な
給
付
義
務
と
第
二
次
的
な
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
通

常
の
事
例
に
お
い
て
、
常
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
偶
然
の
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
は
、
全
く
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
か
ら
の
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
契
約
上
の
取
決
め
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る（

170
）。

そ
の
こ
と
は
、
逆
に
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項

に
よ
る
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
は
、
同
様
に
契
約
上
の
取
決
め
に
よ
っ
て
も
最
初
か
ら
排
除
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

債
務
者
が
沈
没
し
た
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
の
中
に
あ
る
銀
製
食
器
を
引
き
上
げ
る
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、
債
権
者
が
現
在
の
技
術
の

状
況
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
全
て
の
努
力
を
期
待
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
、
も
っ
ぱ
ら
「
債
務
関
係
の
内
容
」
か
ら
の
み
生
じ
る

場
合
、
そ
の
義
務
は
、
一
般
市
民
の
観
点
か
ら
も
、
思
慮
分
別
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
い
え
る（

171
）。

前
述
し
た
、
債
務
者
が
、

契
約
上
引
き
受
け
た
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

⑸　

議
論
の
対
立
軸

　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
議
論
の
対
立
軸
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
重
要
と
す
る
観
点
の
も
と
、
整
理
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
立
法
上
の
構
想
に
お
け
る
債
務
者
の
負
担
の
範
囲
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、

広
範
な
債
務
者
の
負
担
が
、
実
際
の
、
も
し
く
は
そ
の
都
度
の
仮
定
的
な
当
事
者
の
意
思
に
矛
盾
し
、
そ
れ
ゆ
え
明
ら
か
に
私
的
自
治
の
原

則
に
反
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る（

172
）。

任
意
の
規
範
は
、
通
常
の
事
例
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
仮
定
的
な
当
事
者
の
意
思

に
合
致
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
機
能
を
補
充
的
な
代
替
規
律
と
し
て
展
開
し
う
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
立
法
構
想
に
批
判

を
投
げ
か
け
て
い
る（

173
）。

こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
特
定
物
債
務
の
通
常
の
事
例
の
場
合
に
は
、
最
初
か
ら
、
売
主
に
は
調
達
活
動
を
広
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
当
事
者
の
意
思
が
欠
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
全
て
一
般
的
に
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ

き
で
な
い
給
付
障
害
と
帰
す
べ
き
給
付
障
害
と
の
間
に
区
別
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
債
務
者
は
、
物
理
的
な
、
自
然
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法
則
上
の
不
能
に
つ
い
て
は
、
そ
の
万
人
お
よ
び
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
給
付
障
害
お
よ
び
給
付
困
難
の
発
生
の
と
き
か
ら
、

自
身
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
れ
も
自
身
の
第
一
次
的
給
付
義
務
と
同
様
に
第
二
次
的
な
損
害
賠
償
義
務
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
債
務
者
が
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
場
合
に
は
、
偶
然
の
解
放
の
原
則
の
意
味
に
お
い
て
具
体
化

さ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う（

174
）。

　

こ
の
立
場
に
対
し
て
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
債
権
者
が
本
来
の
履
行
請
求
権
に
固
執
し
う
る
こ
と
か
ら
、
債
務
者
も
そ
れ
に
相
応
す
る
義
務

を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
出
発
し（

175
）、

と
り
わ
け
、
一
般
的
な
特
定
物
売
買
に
つ
い
て
も
課
さ
れ
る
追
履
行
義
務
に
依
拠
す
る（

176
）。

カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
は
、
売
主
が
、
結
果
と
相
関
的
に
、
約
し
た
ま
ま
の
状
況
で
目
的
物
を
提
供
す
る
義
務
を

負
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
代
物
給
付
は
問
題
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
二
七
五
条
一
項
と
並
列
に
置
か

れ
る
の
で
は
な
く
、
四
三
九
条
と
並
列
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う（

177
）。

こ
の
こ
と
は
、
債
務
者
が
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、

帰
責
さ
れ
な
く
と
も
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
は
左
右
さ
れ
な
い（

178
）。

瑕
疵
の
な
い
給
付
に
つ
い
て
、
も
し
く
は
売
買
目
的
物
の
引
渡
し
に
つ
い

て
、
そ
の
履
行
に
必
要
な
費
用
そ
れ
自
体
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的
な
帰
結
の
要
請
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ

に
履
行
義
務
が
「
結
果
に
関
係
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う（

179
）。

　

こ
の
議
論
の
対
立
軸
は
、
債
務
者
が
ど
こ
ま
で
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
観
点
の
も
と
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二

項
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
債
務
者
の
帰
責
性
の
把
握
の
際
の
、
債
務
関
係
の

内
容
と
い
う
要
件
の
機
能
と
も
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文
に
示
さ
れ
て
い
る
債
務
者
の
帰
責
性
の
要

素
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
一
文
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
債

務
関
係
の
内
容
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
債
務
者
の
履
行
義
務
は
結
果
に
相
対
的
な
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
範
囲
で
債
務
者
の
解
放
を
把
握
す
る
の
か
、
も
し
く
は
債
務
者
が
引
き
受
け
て
い
な
い
範
囲
で
、
債
務
者
の
解
放
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を
把
握
す
る
の
か
で
あ
る
。
そ
の
対
立
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
解
釈
の
相
違
で
あ
り
、
帰
責
さ
れ
る
べ

き
で
な
い
給
付
障
害
の
場
合
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
を
、「
偶
然
の
解
放
の
原
則
」
に
近
接
さ
せ
て
把
握
す
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。

3
．
経
済
的
不
能
と
の
限
界
づ
け

　

事
実
的
不
能
に
関
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
よ
っ
て
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
理
論
的
に
は
、
給
付
の
実
現
は
可
能
で
あ
る
が
、
実
際
上
そ
の
給
付
の
実
現
に
要
す
る
費
用
お
よ
び
労
力
が
、
給
付
の

価
値
に
比
し
て
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
た
め
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
が
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
常
に
ド
イ
ツ
民

法
二
七
五
条
二
項
に
よ
る
解
決
の
領
域
内
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
経
済
事
情
が
契
約
締
結
時
の
も
の
と
は
完
全
に
変
化
し
て
し

ま
っ
た
た
め
に
、
給
付
に
要
す
る
費
用
お
よ
び
労
力
が
不
相
当
に
重
く
な
る
よ
う
な
場
合
、
い
わ
ゆ
る
経
済
的
不
能
と
の
関
係
の
問
題
も
出

て
く
る
。
こ
の
経
済
的
不
能
と
い
う
概
念
は
、
か
つ
て
は
不
能
の
一
類
型
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
行
為
基
礎

の
喪
失
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
新
規
定
に
お
い
て
も
、
従
来
と
同
様
に
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
領
域
で
処
理
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る（

180
）。

で
は
、
そ
の
両
者
の
境
界
は
い
か
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
的
不
能
の
場
合
の
給
付
義
務
か
ら
の

解
放
の
思
想
と
、
ど
の
よ
う
な
点
を
も
っ
て
し
て
棲
み
分
け
が
図
ら
れ
て
い
る
の
か
に
着
目
し
な
が
ら
、
以
下
、
見
て
い
く
こ
と
と
す
る（

181
）。

⑴　

債
権
者
の
利
益
に
よ
る
棲
み
分
け

　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
不
能
に
関
す
る
法
的
な
議
論
の
状
況
を
越
え
て
、
す
べ
て
の
従
来
の
不
能

の
形
式
を
把
握
し
て
い
る
と
い
う（

182
）。

具
体
的
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
は
、
不
能
の
効
果
と
し
て
、
一
項
に
お
い
て
給
付
義
務
の
法
に

　
（
一
八
五
九
）
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よ
る
消
滅
、
二
項
に
お
い
て
給
付
義
務
の
抗
弁
に
よ
る
消
滅
と
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
と
異
な
る
扱
い
を
規
定
し
て
は
い
る
も
の
の
、

客
観
的
不
能
と
主
観
的
不
能
を
等
し
く
扱
う
点
は
、
変
化
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
、
原
始
的
不
能
に
も
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
従
来
議
論
の
対
象
で
あ
っ
た
原
始
的
不
能
と
後
発
的
不
能
と
の
区
別
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

183
）。

　

そ
の
よ
う
な
不
能
概
念
の
把
握
の
中
、
経
済
的
不
能
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
、
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
の
起
草
段
階
で
は
、
経
済
的
不
能
の
場

合
や
、
給
付
の
提
供
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
、
ま
た
、
Ｄ
Ｅ
二
七
五
条
、
お
よ
び
Ｋ
Ｅ
二
七
五
条
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
道

徳
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
給
付
の
拒
絶
権
を
認
め
る
よ
う
な
場
合
は
、
全
く
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
二
項
に
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た（

184
）。

む
し
ろ
、
事
実
的
不
能
と
い
う
事
例
と
、
そ
れ
ら
の
事
例
と
の
明
確
な
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、

最
も
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る（

185
）。

　

さ
ら
に
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
経
済
的
不
能
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
葉
の
用

い
ら
れ
方
に
つ
い
て
、
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う（

186
）。

行
為
基
礎
の
規
定
の
も
と
に
あ
る
経
済
的
不
能
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
給
付
を
「
債
務
者
に
と
っ
て
犠
牲
の
限
度

（O
pfergrenze

）
を
越
え
て
い
る
た
め
、
要
求
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
困
難
、
も
し
く
は
債
務
者
に
と
っ
て
、
引
き
受
け
る
こ
と
を
信
義
誠
実

に
基
づ
い
て
も
は
や
負
わ
さ
れ
な
い
よ
う
な
犠
牲
お
よ
び
費
用
の
も
と
で
の
み
可
能
と
な
る
よ
う
な
困
難
が
妨
げ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な

場
合
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
い
、
両
概
念
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る（

187
）。

そ
の
両
概
念
の
判
断
の
棲
み
分
け
に
関
し
て
は
、
事
実
的

不
能
の
場
合
に
は
、
債
権
者
の
利
益
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
て
お
り
、
経
済
的
不
能
の
場
合
に
は
、
債
務
者
の
費
用
、
お
よ
び
債
務
者
自
身

が
拘
束
さ
れ
て
い
る
負
担
、
も
し
く
は
そ
の
こ
と
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
る
等
価
性
の
障
害
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る（

188
）。

　

そ
の
後
、
債
務
法
現
代
化
法
が
施
行
さ
れ
て
以
後
の
論
稿
に
お
い
て
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不

　
（
一
八
六
〇
）
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能
の
問
題
性
を
可
能
な
限
り
包
括
的
に
整
理
す
る
た
め
の
試
み
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
は
、「
実
践
的
」
な
利
益
に
関

し
て
よ
り
も
「
教
義
的
」
な
利
益
に
関
し
て
の
二
つ
の
問
題
が
整
理
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
導
く（

189
）。

具
体
的
に
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七

五
条
二
項
は
、
伝
統
的
に
「
事
実
的
」
不
能
と
呼
ぶ
そ
の
事
例
を
把
握
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、「
経
済
的
」
不
能
の
事
例
が
そ
の
規
定

の
領
域
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（pacta sunt servanda

）
と
い
う
原
則
を
脅
か

し
は
し
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
危
惧
は
根
拠
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る（

190
）。

そ
れ
は
、
本
質
的
に
、

一
方
で
は
、「
事
実
的
」
お
よ
び
「
経
済
的
」
不
能
と
い
う
表
現
と
結
び
付
け
ら
れ
た
、
伝
統
的
な
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
文
言
の
ま

っ
た
く
口
語
的
お
よ
び
そ
れ
に
応
じ
て
非
常
に
漠
然
と
し
た
意
義
が
根
底
に
存
在
す
る
こ
と
、
他
方
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の

枠
組
み
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
債
権
者
の
利
益
の
優
越
が
顧
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う（

191
）。

　

カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
に
よ
っ
て
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
境
界
を
明
確

に
す
る
。
例
え
ば
、
沈
没
船
の
引
き
上
げ
に
、
積
荷
の
三
〇
倍
も
の
費
用
が
か
か
る
場
合
に
は
、
債
務
者
に
と
っ
て
の
費
用
が
積
荷
に
三
〇

に
達
す
る
一
方
で
、
積
荷
に
つ
い
て
の
（
物
質
的
な
）
債
権
者
の
利
益
は
、
通
常
は
積
荷
の
市
場
価
値
、
し
た
が
っ
て
一
の
ま
ま
で
あ
る
こ

と
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
実
際
に
、
事
実
的
不
能
の
事
例
で
あ
る
た
め
、
債
務
者
は
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
依
拠
し
う
る
と
い
う（

192
）。

こ
れ
に
反
し
て
、
例
え
ば
、
債
務
者
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
る
べ
き
物
の
価
格
が
、
―
例
え
ば
、
計
算
違
い
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
入
手
の

可
能
性
が
突
然
見
込
め
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
―
三
〇
倍
の
高
さ
で
債
権
者
に
期
待
さ
れ
て
お
り
、
給
付
の
調
達
が
債
務
者
に
と
っ

て
破
産
を
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
債
権
者
の
利
益
は
、
普
通
は
、
市
場
価
格
の
三
〇
倍
に
達
し
、
決
し
て
一
の
み
で
は
な
い

こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
経
済
的
不
能
の
事
例
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
へ
と
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
従
来
の
よ
う
に
行
為
基
礎
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条（

193
）に

基
づ
い
て
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う（

194
）。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
る
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る

　
（
一
八
六
一
）
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で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
事
実
的
不
能
は
、
債
務
者
の
負
担
が
、
債
権
者
の
利
益
に
比
し
て
著
し
い
不
均
衡
に
あ
る
場
合
に
存
在
す
る
。
他

方
、
経
済
的
不
能
は
、
給
付
を
「
債
務
者
に
と
っ
て
犠
牲
限
度
を
越
え
て
い
る
た
め
、
要
求
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
困
難
、
も
し
く
は
債
務
者

に
と
っ
て
、
引
き
受
け
る
こ
と
を
信
義
誠
実
に
基
づ
い
て
も
は
や
負
わ
さ
れ
な
い
よ
う
な
犠
牲
お
よ
び
費
用
の
も
と
で
の
み
可
能
と
な
る
よ

う
な
困
難
が
妨
げ
て
い
る
」
と
い
う
場
合
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
判
断
に
つ
き
、
そ
の
都
度
の
債
務
者
の
費
用
、
お
よ
び
債
務

者
自
身
拘
束
さ
れ
て
い
る
負
担
、
も
し
く
は
そ
の
こ
と
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
る
等
価
性
障
害
に
存
在
す
る
。
そ
の
際
、
債
権
者
の
利
益
に

着
目
し
て
い
え
ば
、
事
実
的
不
能
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
給
付
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な
る
費
用
は
上
昇
し
て
い
る
が
、
そ
の
給
付
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
債
権
者
の
利
益
は
契
約
締
結
時
の
把
握
と
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
に
対
し
、
経
済
的
不
能
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
給
付

す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な
る
費
用
は
上
昇
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
比
例
し
て
、
給
付
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
債
権
者
の
利
益
も
上
昇
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る（

195
）。

⑵　

給
付
障
害
の
予
見
可
能
性

　

ま
た
、
メ
デ
ィ
ク
ス
（D
ieter M

edicus

）
も
、
上
述
の
カ
ナ
ー
リ
ス
の
構
想
に
近
い
考
え
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
事
実
的
不
能
と
経

済
的
不
能
の
棲
み
分
け
の
基
準
と
し
て
は
、
そ
の
給
付
障
害
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
よ
う
な
視
点
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
一
文
は
、
不
能
の
限
界
づ
け
を
、
債
務
者
が
そ
の
克
服

を
約
束
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
給
付
障
害
に
対
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る（

196
）。

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
、
不
能
と
評

価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
給
付
が
、「
債
務
関
係
の
内
容
、
お
よ
び
信
義
誠
実
の
要
請
の
顧
慮
の
も
と
、
債
権
者
の
利
益
に
比
し
て
著
し
い
不

均
衡
の
存
在
す
る
」
費
用
を
必
要
と
す
る

（
197
）。

し
た
が
っ
て
、
債
務
者
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
費
用
は
、
債
権
者
に
と
っ
て
の
給
付
に
つ
い
て

　
（
一
八
六
二
）
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の
利
益
と
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
不
能
―
し
た
が
っ
て
、
義
務
の
範
囲
の
超
過
―
は
、
ま
ず
「
著
し
い
不
均
衡
」
の
際
に
肯
定
さ
れ

る
と
い
う（

198
）。

例
え
ば
、
債
務
者
が
、
債
権
者
に
と
っ
て
一
〇
〇
の
価
値
し
か
な
い
給
付
に
つ
い
て
三
〇
〇
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

に
、
こ
こ
で
い
う
不
能
の
評
価
が
認
め
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
給
付
義
務
の
ほ
と
ん
ど
が
、
反
対
給
付
を
取
り
決
め
て
い
る
相
互
の
契
約
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
固
定
さ
れ

て
い
る
価
値
関
係
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う（

199
）。

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五

条
二
項
が
想
定
し
て
い
る
、
予
見
可
能
で
あ
る
給
付
障
害
の
際
に
は
、
こ
の
こ
と
が
反
対
給
付
に
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
例

え
ば
、
指
輪
の
捜
索
に
つ
い
て
は
、
予
見
可
能
な
債
務
者
の
費
用
に
相
応
し
い
よ
う
に
負
担
す
る
反
対
給
付
は
約
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な

り
、
債
務
者
の
利
益
は
十
分
に
保
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う（

200
）。

他
方
で
、
障
害
が
予
見
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
が
考

慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る（

201
）。

⑶　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
制
限
的
な
解
釈

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
、
警
鐘
を
鳴
ら
す
の
が
、
リ
ー
プ
（B

arbara D
auner-L

ieb

）
で
あ
る
。

　

リ
ー
プ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
意
義
は
、
法
政
策
的
に
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
立
法
者
の
規
定
の
構
想
が
、
明
ら

か
に
規
定
の
文
言
に
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
貫
徹
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
と
い
う（

202
）。

と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五

条
二
項
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
不
能
の
理
論
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
構
想
は
、
何
の
拠
り
ど
こ
ろ
も
な
く
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七

五
条
一
項
の
み
が
不
能
の
概
念
を
用
い
て
い
る（

203
）。

ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
「
給
付
義
務
の
排
除
」
と
い
う
表
題
も
、
不
能
が
規
範

の
中
心
構
想
を
形
成
す
る
と
い
う
点
で
よ
り
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る（

204
）。

そ
れ
に
応
じ
て
、
政
府
草
案
に
つ
い
て
の
理
由
書
も
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七

五
条
が
、
不
能
と
並
ん
で
、「
い
ま
や
そ
れ
以
上
の
解
放
の
要
件
を
把
握
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
的
確
に
述
べ
て
い
る
旨
を
指
摘
し
て

　
（
一
八
六
三
）
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い
る（

205
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
事
実
的
不
能
と
い
う
極
端
な
事
例
の
み
が
問
題
と
な
る
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い（

206
）。

す
な
わ
ち
、
立
法
者
が
、
海
底
に
沈
ん
だ
指
輪
の
よ
う
な
事
例
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
が
そ
の
規
定
の
文
言
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
疑
わ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
、
債
権
者
が
給
付
障
害
の
除

去
を
決
し
て
期
待
し
え
な
い
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
詳
細
な
考
慮
基
準
の
定
式
化
は
、
ほ
と
ん
ど
必
要
な
い
と
い
う（

207
）。

さ

ら
に
、
新
た
に
規
定
さ
れ
た
抗
弁
に
よ
っ
て
、
義
務
を
超
過
し
た
場
合
の
履
行
の
可
能
性
を
債
務
者
に
広
く
留
保
し
て
お
こ
う
と
い
う
指
摘

に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
相
応
し
く
な
い
。
そ
れ
は
、
従
来
、
こ
れ
に
関
連
す
る
状
況
は
、
ま
さ
に
、
い
か
な
る
理
性
あ
る
者
も
、
給
付
の

提
供
の
試
み
を
敢
え
て
す
る
と
い
う
こ
と
で
さ
え
も
思
い
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る

と
い
う（

208
）。

す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
給
付
の
提
供
は
、
確
か
に
万
人
に
と
っ
て
全
く
不
可
能
で
は
な
い
も
の
の
、
ど
の

よ
う
な
人
に
と
っ
て
も
著
し
く
、
実
際
に
克
服
し
得
な
い
困
難
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
理
性
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
特
別
の
動

機
な
し
に
給
付
の
提
供
を
試
み
る
と
い
う
発
想
を
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え（

209
）、

債
権
者
の
利
益
に
お
い
て

で
は
な
く
、給
付
を
す
る
立
場
に
あ
る
者
で
あ
る
債
務
者
に
つ
い
て
も
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

こ
の
論
証
の
要
素
は
、
従
来
、
今
後
と
も
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
に
は
属
さ
な
い
経
済
的
不
能
の
事
例
に
つ
い
て
で
さ
え
も
、
有
益
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
詳
細
な
定
式
化
を
、「
事
実
的
」
不
能
の
構
成
要
件

上
の
明
確
化
の
試
み
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
問
題
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
、
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
、
同
様
に
三
項
も
、

三
一
三
条
か
ら
離
れ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
近
接
さ
せ
る
解
決
の
移
行
の
た
め
の
関
門
と
し
て
誤
解
さ
れ
う
る
と
い
う
危
険
が

あ
る
こ
と
を
、
リ
ー
プ
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る（

210
）。

　
（
一
八
六
四
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け

�

一
〇
九

同
志
社
法
学　

六
一
巻
六
号

⑷　

中
心
的
要
件
で
あ
る
債
権
者
の
利
益
へ
の
疑
問

　

こ
の
よ
う
に
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
事
例
の
境
界
に
つ
い
て
の
見
解
の
対
立
を
み
て
い
く
と
、
従
来
の
構
想
で
あ
っ
た
、
両
事

例
の
境
界
を
棲
み
分
け
る
指
標
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
債
権
者
利
益
が
、
本
当
に
棲
み
分
け
の
判
断
基
準
と
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

も
な
り
う
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
制
限
的
な
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
解
釈
は
、
文
献
に
お
け
る
説
明
部
分
に
記
述
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

211
）。

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
と
三
一
三
条
と
の
境
界
に

存
在
す
る
こ
と
を
、
な
お
リ
ー
プ
は
指
摘
す
る（

212
）。

　

リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
が
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
と
、
債
務
者
の
費
用
、
お
よ

び
そ
れ
に
よ
っ
て
通
常
結
び
付
け
ら
れ
る
等
価
性
障
害
で
は
な
く
、
債
権
者
の
利
益
が
中
心
的
な
基
準
点
を
な
す
と
さ
れ
る
た
め
、
す
で
に

境
界
の
問
題
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
す
る
と
い
う（

213
）。

政
府
草
案
の
理
由
書
で
は
、
両
規
定
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う

に
、
調
達
市
場
の
価
格
の
高
騰
の
形
式
に
お
け
る
債
務
者
の
給
付
費
用
の
重
化
の
事
例
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
費
用
お
よ
び
債
権
者
の
利

益
は
常
に
比
例
し
て
上
昇
す
る
、
す
な
わ
ち
、
上
昇
す
る
価
格
水
準
と
と
も
に
債
権
者
の
給
付
利
益
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
上
昇
す
る
た
め
、

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
よ
る
著
し
い
不
均
衡
に
は
全
く
な
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
た（

214
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
実

際
に
、
実
質
的
に
実
り
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ど
う
か
が
ま
だ
待
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
議
論
の
状
況
に
よ
れ
ば
、

疑
わ
し
い
。
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
お
よ
び
三
一
三
条
に
よ
る
よ
り
実
際
的
な
範
囲
の
精
緻
な
限
界
づ
け
を
設
定
す
る
こ
と
よ
り
も
、

そ
の
よ
う
な
傾
向
が
際
立
っ
て
い
る
と
い
う（

215
）。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
法
律
の
競
合
の
回
避
に
は
努
め
う
る
も
の
の
、
実
際
に

は
両
規
定
の
境
界
に
つ
い
て
は
確
定
さ
れ
え
な
い
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る（

216
）。

　

確
か
に
、
上
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
つ
い
て
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
に
お
け
る
場
合
と
は
異
な
り
、
債
務
者
の
費

用
、
お
よ
び
、
通
常
は
そ
れ
と
結
び
付
け
ら
れ
る
等
価
性
障
害
で
は
な
く
、
債
権
者
の
利
益
が
中
心
的
な
基
準
点
を
形
成
す
る
点
で
、
区
別

　
（
一
八
六
五
）
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さ
れ
う
る
と
い
う
考
え
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
場
合
に
は
、
債
務
者
の
利
益
は
何
も
機
能
し
て
い

な
い
と
い
う
主
張
は
、
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（

217
）。

す
な
わ
ち
、
債
務
者
の
費
用
お
よ
び
努
力
と
、
債
権
者
の
利
益
の
間
の
不
均
衡
を
検

討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
債
務
者
の
固
有
の
利
益
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る（

218
）こ

と
も
ま
た
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
債
務
者
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
そ
の
よ
う
な
費
用
を
、
給
付
に
つ
い
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
通

常
は
決
定
的
と
な
る
た
め
で
あ
る（

219
）。

こ
の
よ
う
な
費
用
が
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
債
権
者
の
利
益
に
対
し
て

考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
も
、事
実
的
不
能
で
あ
る
と
の
評
価
に
導
か
れ
る
際
に
は
、個
々

の
事
例
に
お
け
る
事
情
と
い
う
も
の
を
全
て
勘
案
す
る
と
い
う
意
味
で
、
債
権
者
の
利
益
の
み
な
ら
ず
、
債
務
者
の
給
付
に
関
係
す
る
事
情

も
、
ま
た
顧
慮
さ
れ
う
る
と
も
考
え
ら
れ
る（

220
）。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
観
点
の
も
と
の
み
な
ら
ず
、
ド

イ
ツ
民
法
二
七
五
条
に
基
づ
く
第
一
次
的
給
付
義
務
の
排
除
の
観
点
の
も
と
で
も
、
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

221
）。

4
．
小
括

　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
克
服
し
う
る
給
付
障
害
の
場
合
を
想
定
し
て
お
り
、
債
務
者
に
、
給
付
が
債
権
者
の
利
益
に
比
し
て
著

し
い
不
均
衡
に
あ
る
費
用
を
必
要
と
す
る
範
囲
で
、
給
付
を
拒
絶
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
判
例
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
「
一

般
的
な
法
思
想
」
に
依
拠
し
、
権
利
濫
用
の
禁
止
の
具
体
化
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、「
契
約
は

守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
の
も
と
、
債
務
者
が
難
な
く
金
銭
補
償
に
よ
っ
て
自
身
の
現
物
履
行
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
う

る
と
い
う
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
、原
則
的
に
極
端
な
不
均
衡
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。こ
の
こ
と
か
ら
、原
則
的
に
、「
著

し
い
不
均
衡
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
、
事
実
的
不
能
の
よ
う
な
状
況
の
み
を
把
握
し
て
い
る
と
さ
れ
、
規
定
の
文
言
か
ら
十
分
に
明
ら
か

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
一
般
的
に
は
、「
著
し
い
給
付
困
難
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
経
済
的
不
能
の
よ
う
な
状
況
は
把
握
し
て

　
（
一
八
六
六
）
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い
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
領
域
に
お
け
る
、
不
均
衡
の
検
討
に
つ
い
て
の
端
緒
と
な
る
も
の
は
、
給

付
に
つ
い
て
の
債
権
者
の
利
益
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
明
確
に
貫
徹
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議

論
が
あ
る
も
の
の
、
両
事
例
の
棲
み
分
け
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
債
務
者
が
ど
こ
ま
で
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
い
う
観
点
の
も
と
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
給
付
障
害
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文

に
示
さ
れ
て
い
る
債
務
者
の
帰
責
性
の
要
素
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条

二
項
一
文
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
債
務
関
係
の
内
容
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
そ
の
債
務
関
係
の
内
容
の
把
握
に
つ

い
て
も
、
関
連
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
立
軸
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
解
釈
の
相
違
で
あ

り
、
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
給
付
障
害
の
場
合
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
を
、「
偶
然
の
解
放
の
原
則
」
に
近
接
さ
せ
て

把
握
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
内
容
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
議
論
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
一
項
に
い
う
、
物

理
的
に
克
服
し
え
な
い
不
能
の
よ
う
な
把
握
は
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
別
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

第
五
章　

結
び
に
か
え
て

　

本
章
で
は
、
前
章
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
内
容
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
し
、

そ
れ
が
、
日
本
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
、
お
よ
び
示
唆
を
与
え
う
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
（
一
八
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七
）
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そ
の
う
え
で
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
。

1
．
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
債
務
法
の
現
代
化
に
お
け
る
議
論
で
は
、「
不
能
」
概
念
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
と
り

わ
け
、
次
の
よ
う
な
対
立
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
は
、「
不
能
」
概
念
は
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
批
判
的
な
視
点
か
ら
、「
不
能
」

概
念
を
放
棄
し
、
新
た
な
基
準
を
定
立
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、「
不
能
」
概
念
は
、
な
お
債
務
者
を
給
付
義
務
か
ら

解
放
す
る
原
因
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
と
肯
定
的
に
評
価
し
、「
不
能
」
概
念
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
の
対
立
の
も
と
、
最
終
的
に
規
定
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
克
服
し
う
る
給
付
障
害
で
は
あ
る
が
、
債

務
関
係
に
照
ら
し
て
、
債
務
者
に
そ
の
障
害
を
克
服
し
て
給
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
費
用
が
、
給
付
に
つ
い
て
有
し
て
い
る
債

権
者
の
利
益
に
比
し
て
著
し
い
不
均
衡
に
あ
る
場
合
、
債
務
者
に
給
付
を
拒
絶
す
る
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
と
し
た
。
比
例
原
則
へ
の
回
帰

の
も
と
、
権
利
濫
用
の
思
想
が
根
底
に
存
在
し
、
理
性
あ
る
債
権
者
な
ら
ば
と
う
て
い
履
行
を
請
求
し
え
な
い
と
い
う
場
合
が
想
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
後
者
の
立
場
の
よ
う
な
「
不
能
」
概
念
の
把
握
の
も

と
、
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
は
、
そ
の
文
言
で
、「
著
し
い
不
均
衡
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
事
実
的
不
能
の
よ
う
な
状
況
の
み
を
把
握
し
て
い
る
と
さ
れ
、
一
般
的
に
は
、
経
済
的
不
能
の
よ
う
な
状
況
は
把
握
し
て
い
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。
両
事
例
の
限
界
づ
け
に
つ
い
て
は
、
給
付
に
つ
い
て
の
債
権
者
の
利
益
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
規
定
は
、
原
則
と
し
て
給
付
義
務
は
存
続
す
る
点
、
そ
の
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
債
務
者
の
抗

弁
（E

inrede

）
を
必
要
と
す
る
点
か
ら
、
従
来
の
「
不
能
」
概
念
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
た
事
実
的
不
能
と
は
異
な
る
形
式
を
採
用
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
相
違
が
、
国
際
的
な
動
向
と
親
和
的
に
考
え
て
い
た
委
員
会
草
案
ま
で
の
見
解
の
名
残
か
ど
う
か
、

　
（
一
八
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は
た
ま
た
、
フ
ー
バ
ー
の
「
不
能
」
概
念
の
再
評
価
か
ら
の
産
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
立
法
者
の
構
想
、
お
よ
び

新
規
定
制
定
後
の
議
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
原
則
の
も
と
、
債
務
者
は
約
し
た
給
付

義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
場
合
に
お
い
て
例
外
的
に
給
付
義
務
か
ら
の

解
放
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
的
不
能
と
い
う
表
現
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
克
服
し
う
る
給
付
障
害
を
想
定
し
て
お

り
、「
不
能
」
と
は
別
の
権
利
濫
用
と
い
う
思
想
の
も
と
で
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
一
項
の
よ
う
な
克
服
し
え
な
い
給
付
障
害
と
の
棲
み

分
け
が
図
ら
れ
て
い
る
点
、
規
定
に
お
い
て
は
「
不
能
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
か
ら
も
、「
不
能
」
概
念
の
一
類
型
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

2
．
日
本
法
へ
の
示
唆

　

こ
の
よ
う
な
「
不
能
」
概
念
の
位
置
づ
け
、
と
り
わ
け
、
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
議
論
は
、
日
本
に
お
け
る
不

能
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

日
本
の
伝
統
的
な
債
権
法
理
論
に
お
い
て
は
、
債
権
を
「
特
定
の
人
を
し
て
特
定
の
行
為
を
な
さ
し
む
る
権
利
」
と
定
義
す
る
こ
と
で
、

債
権
の
定
義
か
ら
、
当
然
に
履
行
請
求
権
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、
給
付
の
実
現
を
請
求
す
る
こ
と
が
不
能
に
な
っ
た
場
合

に
は
、
こ
の
権
利
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
こ
れ
が
履
行
不
能
の
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
不
能
」
概
念
の
中
に
、
物

理
的
に
は
履
行
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
社
会
通
念
上
」、
も
し
く
は
「
取
引
通
念
上
」、
そ
の
履
行
が
不
能
で
あ
る
と
評
価
し

う
る
場
合
を
も
把
握
す
る
こ
と
で
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
き
た
。
本
来
、
不
能
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
の
は
、「
不
能
な
も
の
は
履
行

し
え
な
い
」
と
い
う
観
点
で
あ
り
、
債
務
の
対
象
が
滅
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
の
よ
う
に
、
物
理
的
に
、
絶
対
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
で

あ
っ
た
が
、「
不
能
」
概
念
に
把
握
さ
れ
て
い
る
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
は
、
債
務
者
が
履
行
を
実
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
も
は
や
期

　
（
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待
可
能
性
、
要
求
可
能
性
が
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
政
策
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
物
理
的
」
に
不
能
で
あ
る

こ
と
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
、
さ
ら
に
は
、
も
は
や
「
不
能
」
概
念
自
体
が
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
生
じ
て
き
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、「
不
能
」
概
念
に
対
し
て
批
判
的
な
視
点
か
ら
、「
不
能
」
概
念
を
放
棄
し
、
新
た
な
基
準
を

定
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
「
不
能
」
概
念
の
一
類
型
と
し
て
包
摂
さ
れ
て
い
た
事
実
的
不
能
の
類
型
は
、
結
局
は
、
ド

イ
ツ
民
法
二
七
五
条
一
項
に
お
い
て
客
観
的
、
主
観
的
不
能
を
維
持
し
た
上
で
、「
債
権
者
の
利
益
と
債
務
者
の
費
用
と
の
著
し
い
不
均
衡
」

と
い
う
基
準
の
も
と
、
区
別
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
債
務
法
改
正
の
過
程
で
は
、
事
実
的
不
能
の
類
型
は
、
一
貫
し
て
旧
ド
イ

ツ
民
法
の
よ
う
な
広
い
不
能
と
し
て
の
把
握
は
さ
れ
て
い
な
い
。
不
能
に
お
け
る
従
来
の
「
不
能
な
も
の
は
履
行
し
え
な
い
」
と
い
う
、
物

理
的
に
給
付
し
え
な
い
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
不
能
と
は
関
係
が
な
く
、
債
権
者
が
履
行
に
対
し
て
把
握
し
て
い
る
利
益
と

債
務
者
に
要
求
さ
れ
る
費
用
と
が
著
し
い
不
均
衡
に
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
、
債
権
者
が
履
行
請
求
に
固
執
す
る
こ
と
が
権
利
濫
用
に

該
当
す
る
と
い
う
、
不
能
に
お
け
る
従
来
の
考
え
方
と
は
全
く
別
の
も
の
か
ら
把
握
さ
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
「
不
能
」
概
念
の
再
編
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
検
討
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
不
能
」
概
念
を
維
持
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、「
社
会

通
念
上
の
不
能
」
の
よ
う
な
、
物
理
的
に
給
付
し
え
な
い
よ
う
な
場
合
以
外
で
の
不
能
を
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
も
っ
て
し
て
正
当
化
し
、

位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
能
類
型
は
、
正
当
化
の
根
拠
に
つ
い
て
も
、
債
務
者
に
期
待
可
能
性
が
な
い
、
要

求
可
能
性
が
な
い
と
い
わ
れ
る
の
み
で
、
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
も
、
社
会
通
念
や
、
債
務
者
に
要
求
さ

れ
る
労
力
、
費
用
、
ま
た
は
債
権
者
が
履
行
に
よ
っ
て
い
か
な
る
利
益
を
把
握
し
う
る
か
と
い
う
内
容
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ

　
（
一
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れ
が
債
権
の
効
力
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
定
か
で
は
な
か
っ
た（

222
）。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
の
提
案
で
は
、「
履
行
が
不
可
能
な
場
合
そ
の
他
履
行
を
す
る
こ
と
が
契

約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
債
務
者
に
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
場
合
」
に
は
、
債
権
者
は
債
務
者
に
履
行
請
求
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
履
行
が
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
か
否
か
は
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
社
会
通
念
で
は
な
く
、
明
示
の
合
意
そ
の
他

契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
た
内
在
的
な
規
範
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
さ
に
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
を
、
従

来
の
も
の
と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
履
行
請
求

を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
判
断
に
つ
い
て
、
明
示
の
合
意
や
契
約
の
解
釈
か
ら
の
正
当
化
が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
不
能
を
め
ぐ
る

問
題
と
し
て
把
握
し
て
い
た
従
来
の
議
論
か
ら
脱
却
し
、
不
明
瞭
で
あ
っ
た
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
成
に
よ
れ
ば
、
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
判
断
は
、「
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
」、
も
っ
ぱ
ら
当
事
者
の
意
思

解
釈
を
基
本
と
し
た
契
約
の
解
釈
と
い
う
内
在
的
な
規
範
に
照
ら
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
提
案
要
旨
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
契
約
の
趣

旨
に
照
ら
し
て
」
と
は
、「
明
示
的
に
契
約
内
容
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
契
約
の
目
的
、
性
質
、
対
象
、
当
事
者
の
属
性
、
当
事
者

が
契
約
締
結
に
至
っ
た
事
情
そ
の
他
両
当
事
者
を
と
り
ま
く
諸
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
す
る
意
味
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る（

223
）。

た

だ
、
こ
こ
で
い
う
「
内
在
的
」
な
規
範
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
の
要
素
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
は
た
ま
た
「
外
在
的
」
な
観
点

が
介
入
し
う
る
余
地
が
一
切
な
い
の
か
は
、
お
お
よ
そ
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、「
内
在
的
」
な
規
範
の
中
身
で
あ
る
当
事
者
の
明
示
の
合

意
や
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
明
確
な
基
準
が
導
か
れ
な
い
と
い
っ
た
場
合
が
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ（

224
）、

よ
り
具
体
的
な
判

断
基
準
の
提
示
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
よ
う
に
、
障
害
は
克
服
し
う
る
が
、
そ
の
克
服
に
つ
い

て
、
債
務
関
係
に
照
ら
し
、
債
権
者
が
給
付
に
対
し
て
有
し
て
い
る
利
益
と
比
し
て
債
務
者
に
要
求
さ
れ
る
費
用
が
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る

場
合
を
基
準
と
し
て
、
履
行
請
求
権
を
排
除
す
る
こ
と
を
権
利
濫
用
の
思
想
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
示
唆
に
富
む

　
（
一
八
七
一
）
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と
考
え
ら
れ
る
。

3
．
残
さ
れ
た
課
題

　

た
だ
、
こ
の
結
論
に
つ
い
て
は
、
な
お
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
日
本
法
に
お
い
て
、
比
例
原
則
の
具
体
化
で
あ
る
権
利
濫
用
の
思
想
が

正
当
化
原
理
と
し
て
機
能
し
、
債
権
者
の
給
付
利
益
と
債
務
者
の
出
費
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
履
行
請
求
権
の
限
界
を
画
す
る
と
い

う
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
は
た
し
て
妥
当
す
る
の
か
に
つ
い
て（

225
）、

さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
局
面
を
、「
不
能
」
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
包
摂
す
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
り
日
本
法
の
体
系
に
即
し
て
検
討
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
結
論
が
出
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
点
か
ら
い
え
ば
、
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
場
合

が
把
握
さ
れ
る
の
か（

226
）、

そ
の
場
合
の
履
行
請
求
権
の
帰
趨
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か（

227
）、

経
済
的
不
能
を
は
じ
め
、
他
の
不
能
と
さ
れ
る
類
型
が

ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
か
等
の
点
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
法
と
外

国
法
と
を
比
較
し
つ
つ
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

（
1
）　

日
本
の
伝
統
的
な
債
権
法
理
論
に
お
い
て
は
、
債
権
と
は
、「
特
定
の
人
を
し
て
特
定
の
行
為
を
な
さ
し
め
る
権
利
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な

理
解
か
ら
、
債
権
者
は
、
債
務
者
に
対
し
て
履
行
請
求
権
を
有
し
て
い
る
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
履
行
不
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
特

定
の
行
為
を
な
す
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
の
給
付
を
目
的
と
す
る
請
求
権
、
す
な
わ
ち
履
行
請
求
権
は
消
滅
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
債
権
の
内

容
の
変
更
で
あ
り
、
同
一
性
を
有
す
る
填
補
賠
償
請
求
権
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
妻
榮
﹃
新
訂　

債
権
総
論
﹄（
岩
波
書
店
、
一
九

六
四
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
於
保
不
二
雄
﹃
債
権
総
論
︹
新
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
一
〇
四
頁
以
下
、
奥
田
昌
道
﹃
債
権
総
論
︹
増
補
版
︺﹄（
悠
々
社
、
一

九
九
二
年
）
一
四
四
頁
以
下
等
。

（
2
）　

分
類
上
、
用
語
の
差
異
こ
そ
は
あ
る
も
の
の
、
社
会
通
念
、
も
し
く
は
取
引
通
念
に
照
ら
し
て
、
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
履

行
不
能
に
お
け
る
「
不
能
」
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
妻
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
三
頁
、
於

　
（
一
八
七
二
）
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保
・
前
掲
注
（
1
）
一
〇
四
頁
、
奥
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
四
頁
等
。

（
3
）　

こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
履
行
不
能
等
の
不
履
行
の
態
様
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
々
の
契
約
の
解
釈
に
応
じ
て
導
か
れ
る
債
務
の
本
旨
に
し
た
が
っ
た
履
行
が
債
務

者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
債
権
法
理
論
の
よ
う
な
、
債
権
者
の
債
権
が
侵

害
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
は
な
く
、
債
務
者
が
自
ら
約
し
た
契
約
に
違
反
し
て
い
る
か
否
か
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
用
語
上
に
も
差
異
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

「
債
務
不
履
行
」
で
は
な
く
、「
契
約
違
反
」
な
い
し
「
契
約
不
履
行
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
近
時
の
契
約
法
学
の
動
向
に
つ
い
て
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、
小
粥
太
郎
「
最
近
の
契
約
法
学
に
お
け
る
一
つ
の
傾
向
に
つ
い
て
」
早
稲
田
法
学
七
一
巻

一
号
一
九
五
頁
（
一
九
九
五
年
）。
伝
統
的
な
債
権
法
理
論
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
契
約
責
任
に
関
す
る
中
心
的
な
効
果
（
例
え
ば
、
履
行
請
求
権
、
損
害
賠
償
請
求
権
、

解
除
）
と
関
連
さ
せ
詳
細
に
解
説
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
敬
三
「
契
約
の
拘
束
力
と
契
約
責
任
論
の
展
開
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
八
号
八
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、

山
本
豊
「
契
約
責
任
論
の
新
展
開
（
そ
の
一
）－

（
そ
の
三
）
法
教
三
四
三
号
八
四
頁
・
三
四
四
号
一
二
〇
頁
・
三
四
五
号
一
一
一
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

　
　
　

ま
た
、
履
行
請
求
権
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
債
権
法
理
論
に
対
し
て
、
履
行
請
求
権
そ
れ
自
体
の
内
容
、
お
よ
び
根
拠
の
再
検
討
を
試
み
る
も
の
と
し
て
、
椿
寿

夫
「
履
行
請
求
権
（
上
）－

（
下
の
二
）」
法
時
六
九
巻
一
号
一
〇
〇
頁
・
二
号
三
七
頁
・
三
号
六
八
頁
・
七
〇
巻
一
号
七
三
頁
（
一
九
九
七－

九
八
年
）。
近
時
の
履

行
請
求
権
の
議
論
の
整
理
と
し
て
、
窪
田
充
見
「
履
行
請
求
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
八
号
一
〇
三
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。
近
時
の
学
説
の
よ
う
な
立
場
を
、

実
際
に
立
法
的
な
提
案
に
採
用
す
る
も
の
と
し
て
は
、
能
見
善
久
「
履
行
障
害
」
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
一
号
﹃
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方
向
―
民
法
一
〇
〇
周
年
を
契
機

と
し
て
﹄
一
〇
三
頁
（
一
九
九
八
年
）、
同
「
履
行
障
害
」
私
法
六
一
号
一
四
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）。

（
4
）　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
﹃
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹄
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
六
号
一
三
一
、
一
三
二
頁
（
以
下
、
脚
注
で
は
、﹃
基
本
方
針
﹄
と
し
て

引
用
）。
提
案
条
文
は
、
基
本
方
針
︻
三
・
一
・
一
・
五
六
︼。

（
5
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
体
系
的
理
解
へ
の
影
響
を
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
達
徳
「
債
務
の
不
履
行
（
履
行
障
害
）」
法
時
八
一
巻
一
〇
号
一
一

頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
6
）　

す
な
わ
ち
、
不
能
の
際
に
は
、
履
行
請
求
権
は
、
当
然
に
排
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
は
た
ま
た
債
務
者
の
抗
弁
に
よ
っ
て
、
初
め
て
排
除
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
中
心
的
に
検
討
し
え
な
い
も
の
の
、
債
務
の
消
滅
の
有
無
に
関
し
て
、
履
行
不
能
（
ま
た
は
そ
の
他
の
事
由
）
に
よ
っ

て
履
行
請
求
権
が
排
除
さ
れ
る
と
き
、
履
行
請
求
権
は
法
上
当
然
に
消
滅
す
る
と
考
え
る
の
か
、
は
た
ま
た
債
務
者
の
抗
弁
を
待
っ
て
初
め
て
消
滅
す
る
か
に
つ
い

て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
つ
い
て
は
、
潮
見
佳
男
﹃
債
権
総
論
︹
第
二
版
︺
―
債
権
関
係
・
契
約
規
範
・
履
行
障
害
﹄（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）

一
五
八
頁
に
お
い
て
、
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
（
一
八
七
三
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け

�

一
一
八

同
志
社
法
学　

六
一
巻
六
号

（
7
）　

広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
編
﹃
民
法
典
の
百
年
Ⅲ　

個
別
的
観
察
㈡
債
権
編
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
二
七
頁
︹
中
田
裕
康
執
筆
部
分
︺、
お
よ
び
、
中
田
裕
康
﹃
債

権
総
論
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
三
頁
。
中
田
教
授
は
、
事
実
と
し
て
の
履
行
不
能
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
否
、
損
害
賠
償
の
範
囲
の
画
定
（
特
別

事
情
の
予
見
の
時
期
）、
損
害
賠
償
額
の
算
定
の
基
準
時
、
契
約
解
除
の
成
否
、
債
務
の
消
滅
の
有
無
、
危
険
負
担
な
ど
、
多
様
な
場
面
に
お
い
て
問
題
と
な
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

（
8
）　

以
下
で
は
、
便
宜
上
、
改
正
以
前
の
ド
イ
ツ
民
法
典
の
規
定
に
つ
い
て
は
、「
旧
ド
イ
ツ
民
法
⋮
⋮
条
」、
改
正
後
の
ド
イ
ツ
民
法
典
の
規
定
に
つ
い
て
は
、「
ド
イ

ツ
民
法
⋮
⋮
条
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
改
正
前
の
叙
述
内
容
で
あ
り
、
当
時
は
旧
条
文
で
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
旧
ド
イ
ツ
民
法

⋮
⋮
条
」
と
表
記
し
て
い
る
。

（
9
）　

ド
イ
ツ
債
務
法
の
改
正
過
程
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
た
研
究
は
多
岐
に
わ
た
り
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
検
討
の
対
象
と
関
連
す
る
、
一

般
給
付
障
害
法
の
議
論
に
関
す
る
研
究
の
先
行
業
績
と
し
て
は
、
潮
見
佳
男
﹃
契
約
法
理
の
現
代
化
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
三
三
九
頁
以
下
（
初
出
「
ド
イ
ツ

債
務
法
現
代
化
と
日
本
債
権
法
学
の
課
題
㈠－

㈡
」
民
商
一
二
四
巻
三
号
一
頁
・
一
二
四
巻
四
＝
五
号
一
七
一
頁
（
二
〇
〇
一
年
））、
渡
辺
達
徳
「
ド
イ
ツ
債
務
法

現
代
化
法
に
お
け
る
一
般
給
付
障
害
法
―
債
務
者
の
給
付
義
務
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
岡
孝
編
﹃
契
約
法
に
お
け
る
現
代
化
の
課
題
﹄（
法
政
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
二
年
）
五
五
頁
所
収
等
。
ま
た
、
不
能
法
再
編
の
議
論
に
関
す
る
研
究
の
先
行
業
績
と
し
て
、
潮
見
教
授
の
論
文
の
他
、
吉
政
知
広
「﹃
履
行
請
求
権
の
限
界
﹄

の
判
断
構
造
と
契
約
規
範
―
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
作
業
に
お
け
る
不
能
法
の
再
編
を
素
材
と
し
て
―
㈠－

㈡
」
民
商
一
三
〇
巻
一
号
三
七
頁
・
二
巻
六
六
頁
（
二

〇
〇
四
年
）、
森
田
修
﹃
契
約
責
任
の
法
学
的
構
造
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
六
五
頁
等
。

（
10
）　

問
題
の
所
在
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
不
能
」
概
念
を
、
履
行
請
求
権
と
の
関
係
の
も
と
触
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
（
9
）
に
挙
げ
た
潮
見
教
授
、

渡
辺
教
授
、
吉
政
准
教
授
、
森
田
教
授
の
論
稿
が
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、「
不
能
」
概
念
の
位
置
づ
け
自
体
、
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
け
る

事
実
的
不
能
そ
れ
自
体
を
中
心
に
研
究
し
て
い
る
も
の
は
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。

（
11
）　

潮
見
教
授
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
が
、
従
来
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
問
題
に
つ
い
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
す
で

に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
論
稿
と
し
て
、
潮
見
・
前
掲
注
（
6
）
一
六
〇
頁
以
下
、
前
掲
注
（
9
）
三
六
六
頁
以
下
等
。

（
12
）　

本
稿
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
と
さ
れ
て
い
る
局
面
に
つ
い
て
、
特
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
た
め
、「
不
能
」
概
念
に
つ

い
て
の
詳
述
は
避
け
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
「
不
能
」
概
念
に
つ
き
詳
細
な
も
の
と
し
て
、
古
く
は
、
石
坂
音
四
郎
﹃
日
本
民
法　

第
三
編
債
権
総
論
上
巻
﹄（
有

斐
閣
、
一
九
一
七
年
）
五
二
四
頁
以
下
、
同
﹃
解
纂
民
法
研
究
下
巻
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
二
一
年
）
一
二
五
頁
以
下
。
末
弘
厳
太
郎
「
雙
務
契
約
ト
履
行
不
能
㈠－

㈢
」

法
協
三
四
巻
三
号
一
頁
・
五
号
四
七
頁
・
六
号
三
七
頁
（
一
九
二
一
年
）。
岡
松
参
太
郎
﹃
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
二
一
年
）
一
三
六
頁
以
下
。

　
（
一
八
七
四
）
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勝
本
正
晃
﹃
債
権
総
論
中
㈡
﹄（
厳
松
堂
、
一
九
三
四
年
）
二
九
〇
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
不
能
概
念
の
分
類
を
判
例
と
共
に
解
説
す
る
も
の
と
し
て
、
柚
木
馨
︹
高

木
多
喜
男
補
訂
︺﹃
判
例
債
権
法
総
論
︹
補
訂
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
一
〇
一
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
そ
の
不
能
概
念
の
変
遷
を
債
務
不
履
行
の
枠
組
み
よ

り
歴
史
的
に
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、
北
川
善
太
郎
﹃
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
）
三
四
頁
以
下
、
広
中
＝
星
野
編
・
前
掲
注
（
7
）

一
頁
以
下
参
照
︹
中
田
執
筆
部
分
︺。

（
13
）　

一
般
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
大
判
明
治
三
九
年
一
〇
月
二
九
日
民
録
一
二
輯
一
三
五
八
頁
が
あ
る
。
こ
の
判
決
で
は
、
目
的
物
で
あ
る
葉
煙
草

が
煙
草
専
売
法
の
発
布
に
よ
っ
て
取
引
禁
止
と
な
っ
た
場
合
は
、
履
行
不
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
14
）　

例
え
ば
、
柚
木
＝
高
木
・
前
掲
注
（
11
）
一
〇
一
頁
等
。

（
15
）　

例
え
ば
、
於
保
・
前
掲
注
（
1
）
一
〇
四
頁
以
下
、
奥
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
五
頁
で
は
、
法
律
上
の
履
行
不
能
と
は
、
社
会
生
活
に
お
け
る
経
験
法
則
、
も

し
く
は
取
引
の
通
念
に
し
た
が
え
ば
、
債
務
者
が
履
行
を
実
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
も
は
や
そ
の
期
待
可
能
性
（Z

um
utbarkeit

）
が
な
い
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

　
　
　

ま
た
、
松
坂
佐
一
﹃
民
法
提
要　

債
権
総
論
︹
第
四
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
七
九
頁
で
は
、「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
内

実
が
、
期
待
不
可
能
（N

ichtzum
utbarkeit

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　

こ
の
よ
う
な
二
重
譲
渡
の
場
合
の
履
行
不
能
の
判
断
基
準
の
問
題
に
つ
い
て
、林
良
平
︹
安
永
正
昭
補
訂
︺
＝
石
田
喜
久
夫
＝
高
木
多
喜
男
﹃
債
権
総
論
︹
第
三
版
︺﹄

（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
一
〇
一
頁
︹
林
良
平
執
筆
部
分
︺
以
下
で
は
、
判
例
が
、
当
初
は
一
方
の
買
主
へ
履
行
し
、
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
喪
失
し
て
も
な
お
、

履
行
不
能
で
は
な
い
と
し
て
い
た
（
大
判
明
治
三
四
年
三
月
一
三
日
民
録
七
輯
三
巻
四
一
頁
、
大
判
明
治
三
四
年
七
月
八
日
民
録
七
輯
七
巻
四
一
頁
等
）
が
、
後
に

こ
れ
を
履
行
不
能
と
認
め
る
に
至
っ
た
（
大
判
大
正
二
年
五
月
一
二
日
民
録
一
九
輯
三
二
七
頁
）
こ
と
か
ら
、
こ
の
大
正
二
年
判
決
の
立
場
を
一
般
的
命
題
と
し
て
、

二
重
売
買
の
結
果
履
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
履
行
不
能
と
な
る
と
立
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
実
際
は
、
大
正
二
年

判
決
は
、
二
重
売
買
は
原
則
と
し
て
不
能
を
生
じ
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
特
別
の
証
明
が
あ
っ
て
初
め
て
不
能
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
別
な
場
合
に
お
い

て
は
履
行
不
能
と
な
ら
な
い
場
合
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
特
別
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
容
易
に
買
い
戻
す
こ
と
が
で

き
る
場
合
や
、
す
で
に
そ
の
容
易
な
こ
と
が
判
明
で
き
る
よ
う
な
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　

我
妻
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
三
頁
、
於
保
・
前
掲
注
（
1
）
一
〇
四
頁
、
奥
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
四
頁
等
。

　
　
　

な
お
、
林
︹
安
永
補
訂
︺
＝
石
田
＝
高
木
・
前
掲
注
（
16
）
一
〇
二
頁
︹
林
執
筆
部
分
︺
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
が
主
観
的
不
能
（U

nverm
ögen

）

と
い
う
概
念
を
認
め
、
通
常
の
（
客
観
的
）
不
能
（U

nm
öglichkeit

）
と
同
様
に
扱
う
旨
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、

　
（
一
八
七
五
）
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（
客
観
的
）
不
能
は
、
債
務
の
客
体
の
滅
失
な
ど
の
よ
う
な
、
絶
対
的
不
能
を
称
す
べ
き
も
の
と
把
握
し
て
お
り
、
債
務
者
の
主
観
的
事
情
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
べ

き
も
の
を
、
別
個
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
を
同
置
し
た
の
が
こ
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
両
概
念
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
一
時
不
能
と
な
っ
て
も
、
後
に
可
能
と
な
る
場
合
に
現
実
的
履
行
の
強
制
は
可
能
で
あ
る
の
か
、
例
え
ば
二
重
売
買
と
し
て
不
能
と
な
っ
た
後
、
再
び
そ
の

土
地
を
偶
然
入
手
し
た
場
合
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
不
能
と
把
握
す
る
こ
と
で
、
填
補
賠
償
の
請
求
や
、
即
時
に
解
除
権
が
発
生
し
た
と
扱
う
べ
き

か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
い
っ
た
ん
不
能
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
再
び
可
能
と
な
り
、
遅
延
の
法
理
を
適
用
す
る
の
が
妥
当
な
場

合
も
あ
ろ
う
し
、
多
少
の
履
行
の
可
能
性
が
残
っ
て
も
そ
の
時
点
で
現
実
的
履
行
の
強
制
の
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
な
ど
（
二
重
売
買
な
ど
）
に
は
、
不
能
の

法
理
を
一
応
適
用
し
て
処
理
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。

（
18
）　

こ
の
よ
う
な
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
が
登
場
し
た
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
後
発
的
不
能
の
領
域
に
お
い
て
、
客

観
的
不
能
と
主
観
的
不
能
が
同
様
の
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
、
主
観
的
不
能
と
い
え
る
場
合
も
不
能
に
含
め
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
た
。
そ

こ
に
お
い
て
は
、
客
観
的
不
能
は
、
不
能
の
原
因
が
債
権
の
目
的
た
る
べ
き
給
付
そ
の
も
の
に
存
す
る
場
合
で
あ
り
、
主
観
的
不
能
は
、
不
能
の
原
因
が
債
務
者
の

一
身
に
存
す
る
場
合
で
あ
る
た
め
、
質
的
に
異
な
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
同
様
に
扱
っ
て
よ
い
か
と
い
う
点
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
能
概
念
の
分
類
と
あ
わ
せ
て

議
論
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
不
能
の
概
念
を
、
社
会
の
取
引
観
念
を
標
準
と
し
、
本
来
の
給
付
内
容
を
目
的
と
す
る
債
権
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
と
考
え

ら
れ
る
場
合
に
不
能
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
足
り
る
と
の
見
解
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
不
能
と
主
観
的
不
能
の
議
論
は
下
火
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ

と
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
の
類
型
が
登
場
す
る
。

　
　
　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
不
能
と
主
観
的
不
能
の
区
別
論
を
、
学
説
継
受
期
以
降
か
ら
整
理
・
分
析
す
る
も
の
し
て
、
潮
見
佳
男
「
日
本
に
お
け
る
客
観
的
不

能
と
主
観
的
不
能
の
区
別
―
学
説
継
受
と
そ
の
遺
産
」
ゲ
ル
ハ
ル
ド
・
リ
ー
ス
教
授
退
官
記
念
論
文
集
﹃
ド
イ
ツ
法
の
継
受
と
現
代
日
本
法
﹄（
日
本
評
論
社
、
二
〇

〇
九
年
）
一
九
三
頁
以
下
が
あ
る
。

（
19
）　

於
保
・
前
掲
注
（
1
）
一
〇
五
頁
に
お
い
て
は
、
不
能
概
念
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
普
通
法
の
理
論
以
来
、
自
然
的
（
事
実
的
・
物
理
的
）
不
能
と
法
律
的
不
能
、
原

始
的
不
能
と
後
発
的
不
能
、
主
観
的
不
能
と
客
観
的
不
能
、
一
時
的
不
能
と
継
続
的
（
永
久
的
）
不
能
、
一
部
不
能
と
全
部
不
能
と
に
種
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
於
保
博
士
は
、
不
能
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
種
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
不
能
の
種
別
概
念

を
用
い
る
こ
と
は
便
宜
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
20
）　

於
保
・
前
掲
注
（
1
）
一
〇
六
頁
は
、
注
（
19
）
の
内
容
に
続
い
て
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
面
に
お
い
て
は
、
区
別
の
基
準
の
中
に
不

履
行
責
任
が
考
慮
さ
れ
て
そ
の
基
準
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
他
面
に
お
い
て
は
、
不
能
概
念
の
種
別
と
不
履
行
責
任
と
の
要
件
と
が
一
致
し
な
く
な
っ
て
き

　
（
一
八
七
六
）
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て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
不
能
の
種
別
に
つ
い
て
は
激
し
く
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
於
保
博
士
は
、
不
能
そ
れ
自
体
の
種
別

と
不
履
行
責
任
と
は
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
21
）　

於
保
・
前
掲
注
（
1
）
一
〇
五
頁
。

（
22
）　

我
妻
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
三
頁
以
下
、
於
保
・
前
掲
注
（
1
）
一
〇
四
頁
以
下
、
奥
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
四
四
頁
以
下
、
前
田
達
明
﹃
口
述
債
権
総
論
﹄（
成

文
堂
、
一
九
九
三
年
）
一
一
八
頁
以
下
、
林
︹
安
永
補
訂
︺
＝
石
田
＝
高
木
・
前
掲
注
（
16
）
一
〇
一
頁
。

（
23
）　

柚
木
︹
高
木
補
訂
︺・
前
掲
注
（
12
）
一
〇
六
頁
は
、
判
例
の
い
う
履
行
不
能
の
判
断
基
準
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
判
例
の
扱
う
事
案
に
は
、
こ
と

ご
と
く
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
本
来
の
給
付
に
つ
い
て
未
練
な
く
、
直
ち
に
損
害
賠
償
を
請
求
せ
ん
と
す
る
場
合
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

不
能
と
解
し
て
も
具
体
的
事
案
の
解
決
と
し
て
は
必
ず
し
も
失
当
と
は
い
え
ま
い
。
し
か
し
、
債
務
者
に
故
意
・
過
失
な
く
、
ま
た
は
債
権
者
が
本
来
の
給
付
に
強

い
利
益
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
、
主
観
的
不
能
に
際
会
し
て
、
裁
判
所
は
処
置
に
窮
せ
ざ
る
こ
と
を
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
不
能
を
も
っ
て
物
理
的
観
念
に
あ
ら
ず
し
て
、

社
会
観
念
な
り
と
す
る
は
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
は
厳
格
に
、
本
来
の
給
付
を
存
続
せ
し
む
べ
か
ら
ず
と
す
る
域
に
達
し
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
当
事
者

の
金
銭
的
な
給
付
無
能
力
を
も
っ
て
軽
々
に
不
能
と
断
ず
る
が
ご
と
き
は
社
会
通
念
の
濫
用
で
あ
り
、
ま
た
特
に
種
類
債
権
の
不
履
行
に
つ
い
て
解
決
に
窮
す
る
こ

と
と
な
る
で
あ
ろ
う
」。
柚
木
博
士
が
、
こ
の
指
摘
に
お
い
て
想
定
し
て
い
る
場
合
は
、
債
務
者
に
故
意
・
過
失
が
な
い
、
す
な
わ
ち
帰
責
事
由
が
な
い
、
主
観
的
不

能
の
場
合
を
い
う
よ
う
で
あ
る
が
、
債
務
者
に
帰
責
事
由
が
あ
り
、
主
観
的
不
能
の
場
合
で
な
く
と
も
、
い
わ
ゆ
る
社
会
通
念
上
不
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
一
般

に
お
い
て
も
、
指
摘
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

な
お
、
こ
の
柚
木
博
士
の
見
解
に
対
し
て
、
高
木
博
士
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
と
述
べ
る
。「
従
来
の
判
例
は
こ
と
ご
と
く
買
主
が
本
来
の
給
付
に
つ
い
て
未
練

を
残
さ
ず
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
む
し
ろ
、
不
能
概
念
を
ゆ
る
や
か
に
解
す
る
こ
と
が
、
買
主
に
と
っ
て
は
直
ち
に
解
除
で
き
る
の
で
あ
る

か
ら
（
履
行
遅
滞
と
し
て
の
解
除
で
あ
れ
ば
催
告
︹
筆
者
注
：
民
法
五
四
一
条
︺
を
要
す
る
）
が
有
利
で
あ
り
、
事
案
の
解
決
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
買

主
が
本
来
の
給
付
を
あ
く
ま
で
も
望
み
、
あ
る
い
は
、
売
主
に
故
意
・
過
失
な
き
と
き
（
稀
で
あ
ろ
う
が
）
に
は
、
移
転
登
記
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
履
行
不
能
と
な

る
と
す
る
判
例
の
態
度
は
、
新
た
な
る
角
度
か
ら
の
再
検
討
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
不
動
産
の
よ
う
に
普
通
目
的
物
に
強
度
の
個
性
が
存
す
る
よ

う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
買
主
が
特
に
転
売
の
目
的
で
買
受
け
た
よ
う
な
場
合
を
除
く
と
、「
相
当
の
努
力
と
多
額
の
金
銭
的
負
担
」
で
は
再
入
手
す
る
こ
と

が
通
常
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
犠
牲
を
売
主
に
強
い
る
こ
と
は
、
民
法
が
二
重
譲
渡
を
有
効
と
し
、
正
当
な
る
範
囲
内
で
の
自
由
競
争
を
容
認
し
て
い
る
趣
旨

か
ら
考
え
る
と
妥
当
で
な
い
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
他
人
の
物
の
売
買
と
の
比
較
衡
量
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
、
当
初
か
ら
売
主
に
所
有
権
が
存
せ
ず
、

結
局
他
人
か
ら
所
有
権
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
自
体
が
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
所
有
し
て
い
た
物
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
約
さ
れ
て

　
（
一
八
七
七
）
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い
る
場
合
と
は
同
一
平
面
で
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
判
例
・
通
説
は
、「
特
別
の
事
情
」
あ
る
と
き
に
は
履
行
不
能
で
な
い
と
し
、
第
一
の
買
主
に
仮

登
記
あ
る
と
き
、
第
二
の
買
主
か
ら
買
戻
し
得
る
特
別
の
事
情
あ
る
と
き
を
例
示
し
て
い
る
が
（
略
）、
こ
の
「
特
別
の
事
情
」
の
範
囲
の
定
め
方
に
よ
っ
て
、
具
体

的
妥
当
性
あ
る
解
決
を
期
待
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」

（
24
）　

中
田
・
前
掲
注
（
7
）
一
〇
三
頁
で
は
、
事
実
と
し
て
の
不
能
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
い
て
は
、
判
例
は
、「
社
会
の
取
引
観
念
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
各
問

題
の
性
質
に
照
ら
し
た
規
範
的
判
断
を
お
こ
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
吉
政
・
前
掲
注
（
9
）
八
五
頁
。

（
26
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
脚
注
（
6
）
を
参
照
。

（
27
）　

た
だ
、
平
井
宜
雄
﹃
債
権
総
論
︹
第
二
版
︺﹄（
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
）
六
〇
頁
は
、
履
行
不
能
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
お
い
て
は
、
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
の
有

無
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
に
帰
責
事
由
が
存
す
る
以
上
は
、
広
く
「
債
務
の
本
旨
」
に
従
っ
た
履
行
に
従
わ
ざ
る
不
履
行
を
要
件

と
す
る
日
本
民
法
の
下
で
は
、
履
行
不
能
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
さ
し
て
重
要
な
意
味
を
有
さ
な
い
こ
と
と
な
る
旨
を
指
摘
す
る
。

（
28
）　

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
参
照
す
る
旧
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
の
訳
出
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
以
下
の
文
献
を
参
考
と
し
た
。
椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
﹃
ド
イ
ツ

債
権
法
総
論
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）、
右
近
健
男
編
﹃
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
﹄（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）。

（
29
）　

こ
の
よ
う
な
、
当
時
の
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
履
行
不
能
と
、
そ
の
効
果
と
し
て
の
現
実
的
履
行
の
強
制
の
否
定
、
お
よ
び
填
補
賠
償
へ
の
移
行
と
の
関
連
に
つ

い
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
は
、
林
良
平
「
ド
イ
ツ
民
法
二
八
〇
条
の
履
行
不
能
概
念
」
法
学
論
業
六
一
巻
五
号
（
一
九
五
五
年
）
同
﹃
近
代
法
に
お
け
る
物
権
と

債
権
の
交
錯　

林
良
平
著
作
選
集
一
﹄（
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
八
九
年
）
一
九
一
頁
以
下
所
収
。

（
30
）　

本
条
に
お
け
る
不
能
（
後
発
的
不
能
）
概
念
が
、
ど
の
よ
う
な
場
面
を
把
握
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
椿
＝
右
近
・
前
掲
注
（
28
）
一
〇
四
頁
︹
床
谷
文
雄
執

筆
部
分
︺
を
参
照
。

（
31
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
下
森
定
＝
岡
孝
編
﹃
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
研
究
﹄（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
）
一
六
頁
以
下
︹
鹿
野
菜
穂
子
執
筆

部
分
︺
を
参
照
。

（
32
）　

な
お
、
本
文
中
に
挙
げ
た
以
外
に
も
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　

① 

旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
は
、
債
務
者
の
解
放
を
帰
責
事
由
と
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
本
来
、
債
務
者
は
、
給
付
不
可
能
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
可
能

の
原
因
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
は
関
わ
り
な
く
、
債
務
を
負
わ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
帰
責
事
由
と
の
結
び
つ
け
は
不
当
で
あ
る
。

　
　
　

② 

旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
が
、「
後
発
的
」
不
能
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
債
務
者
は
最
初
か
ら
克
服
で
き
な
い
障
害
の
存
在
す
る
給
付
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
履

　
（
一
八
七
八
）
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行
す
る
必
要
は
な
く
、
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、
原
始
的
・
客
観
的
不
能
で
あ
る
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
を
無
効
と
す
る
規
定
が
存
す
る
（
旧
ド
イ
ツ
民
法

三
〇
六
条
）
が
、
こ
の
原
始
的
不
能
の
テ
ー
ゼ
自
体
、
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。

　
　
　

③ 

旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
で
は
、
そ
の
適
用
範
囲
が
条
文
上
明
確
に
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
金
銭
債
務
に
も
適
用
さ
れ
う
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
不
正
確
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
資
金
不
足
が
債
務
者
を
免
責
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
現
行
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
33
）　

な
お
、
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
関
係
す
る
限
り
で
概
観
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
、
必
要
な
範
囲
で
の
み
第
四

章
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
の
流
れ
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
は
、
脚
注
（
9
）
に
挙
げ
た
。
と
り
わ
け
、
本
稿
と
近
接
す

る
問
題
意
識
か
ら
そ
の
流
れ
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
は
、
潮
見
・
前
掲
注
（
9
）、
吉
政
・
前
掲
注
（
9
）
が
詳
細
で
あ
る
。

（
34
）　

B
undesm

inister der Justiz 

（H
rsg.

）, G
utachten und V

orschläge zur Ü
berarbeitung des Schuldrechts, B

and I, 1981, B
and II, 1981, B

and III, 

1983. 

な
お
、
本
鑑
定
意
見
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
文
献
に
よ
っ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
主
と
し
て
、
下
森
定
＝
能
見
善
久
＝
宮
本
健
蔵
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る

債
権
法
改
正
の
動
向
（
上
）－
（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
一
号
一
二
一
頁
・
七
七
二
号
二
〇
二
頁
（
一
九
八
二
年
）、
下
森
定
他
編
著
﹃
西
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
鑑
定

意
見
の
研
究
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
等
。

　
　
　

フ
ー
バ
ー
の
鑑
定
意
見
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
宮
本
健
蔵
「
債
務
不
履
行
法
体
系
の
新
た
な
構
築
―
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
の
鑑
定
意
見
」（
上
記
下
森
他
編
、

一
二
一
頁
以
下
所
収
）、
渡
辺
達
徳
「
給
付
障
害
の
基
本
構
造
に
関
す
る
一
考
察
㈡
―
契
約
上
の
﹃
給
付
約
束
﹄
と
﹃
給
付
結
果
﹄、
比
較
法
的
に
見
た
そ
の
法
的
保

護
の
体
系
」
法
学
新
報
九
六
巻
六
号
一
七
八
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）。
采
女
博
文
「
給
付
障
害
法
改
正
に
関
す
る
フ
ー
バ
ー
の
提
案
モ
デ
ル
」
鹿
児
島
大
学
法
学
論

集
二
五
巻
一
＝
二
号
三
九
八
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）
等
が
あ
る
。

（
35
）　

こ
こ
で
は
、
原
始
的
不
能
と
後
発
的
不
能
、
客
観
的
不
能
と
主
観
的
不
能
、
責
め
に
帰
す
べ
き
不
能
と
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
不
能
、
全
部
不
能
と
部
分
的
不
能
、

一
時
的
不
能
と
確
定
的
不
能
な
ど
の
分
類
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
36
）　

U
lrich

 H
u

ber, L
eistu

n
gsstöru

n
gen

, E
m

p
fielt sich

 d
ie ein

fü
h

ru
n

g ein
es L

eistu
n

gsstöru
n

gsrech
ts n

ach
 d

em
 V

orbild
 d

es E
in

h
eitlich

en 

K
aufgesetzes? W

elche Ä
nderung im

 G
esetzestext und w

elche practichen A
usw

irkungen im
 Schuldrecht w

ürden sich dabei ergeben?, in: 

B
undesm

inister der Justiz 

（H
rsg.

）, a.a.O
. 

（F
n.34

）, B
and I, S.757f. 

な
お
、
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
能
概
念
の
機
能
に
つ
い
て
も
、
全
く
二
つ
の
異
な
る

も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
後
発
的
な
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
不
能
の
際
に
、
債
務
者
を
解
放
す
る
と
い
う
機
能
、
他
方
で
、

不
能
に
よ
っ
て
債
権
者
に
損
害
賠
償
請
求
へ
の
移
行
を
認
め
る
機
能
と
い
う
、
全
く
関
係
の
な
い
二
つ
の
機
能
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
責
め
に
帰
す
べ
か
ら

ざ
る
事
情
に
よ
っ
て
給
付
が
不
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
該
給
付
障
害
が
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
債
務
者
の
責
め
に
帰

　
（
一
八
七
九
）
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す
べ
き
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
債
務
者
の
解
放
を
不
能
と
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
に
つ

い
て
は
、
給
付
が
不
能
で
あ
る
こ
と
と
、
債
権
者
に
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
37
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.34

）, S.757f.; ders., Z
ur D

ogm
atik der V

ertragsverletzungen nach einheitlichem
 K

aufrecht und deutschem
 Schuldrecht, in; 

F
estschrift für E

rnst von C
aem

m
erer zum

 70. G
eburtstag, 1978, S.837ff, 840ff. 

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
、
フ
ー
バ
ー
の
提
案
す
る
モ
デ
ル
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
　
　

 

フ
ー
バ
ー
提
案
モ
デ
ル
二
七
五
条

　
　
　
「
債
務
者
が
、
自
身
の
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
、
と
り
わ
け
債
務
者
が
債
務
と
し
て
負
担
さ
れ
た
給
付
を
適
時
に
実
現
し
な
い
、
あ
る
い
は
債
務
関
係
の
内
容
に

よ
れ
ば
債
務
と
し
て
負
担
さ
れ
た
態
様
お
よ
び
方
法
で
実
現
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
不
作
為
義
務
に
反
し
た
場
合
、
債
権
者
は
、
履
行
と
自
身
に
発
生
し
た
損
害

の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
38
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.34

）, S.758f. 
な
お
、
そ
の
「
不
履
行
」
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
原
則
と
し
て
履
行
請
求
権
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
債
権

者
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
契
約
の
趣
旨
か
ら
し
て
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
給
付
障
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
履
行
責
任
、
損

害
賠
償
責
任
の
い
ず
れ
を
負
担
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.34

）, S.762.; ders., a.a.O
.

（F
n.37

）, S.849.

（
39
）　

債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
提
案
す
る
規
定
の
訳
出
に
つ
い
て
は
、
下
森
＝
岡
編
・
前
掲
注
（
31
）
を
参
考
と
し
た
。

（
40
）　

B
undesm

inister der Justiz 

（H
rsg.

）, A
bschluß

bericht der K
om

m
ission zur Ü

berarbeitung des Schuldrechts, 1992, S.29ff.

（
以
下
で
は
、

A
bschluß

bericht

と
し
て
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
）

（
41
）　

す
な
わ
ち
、
第
三
章
二
㈠
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
な
、
不
能
概
念
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、A

bschluß
bericht, a.a.O

.

（F
n.40

）, S.118f.

も
参
照
。

（
42
）　

こ
の
「
義
務
違
反
」
と
い
う
用
語
は
、
債
務
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
デ
ィ
ー
ダ
リ
ク
セ
ン
（U

w
e D

iederichsen

）
の
提
案
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、

現
行
法
（
債
務
法
改
正
委
員
会
当
時
の
現
行
法
で
あ
り
、
現
在
で
い
え
ば
旧
民
法
）
で
は
、「
不
履
行
」
と
い
う
用
語
は
、
給
付
が
永
久
的
に
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
事

例
の
み
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、U

w
e D

iederichsen, Z
ur gesetzlichen N

euordnung des Schuldrechts, A
cP

 182, 

1982, S.101, 117ff.

（
43
）　

Ｋ
Ｅ
二
八
〇
条
一
項

　
　
　
「
債
務
者
が
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
た
と
き
は
、
債
務
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
義
務
違
反
が
債
務

　
（
一
八
八
〇
）
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者
の
責
め
に
帰
さ
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」

（
44
）　

A
bschluß

bericht, a.a.O
.

（F
n.40

）, S.29ff.
（
45
）　

A
bschluß

bericht, a.a.O
.

（F
n.40

）, S.120.

（
46
）　

な
お
、
こ
の
「
債
務
関
係
の
内
容
お
よ
び
性
質
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
が
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
顧
慮
（
Ｋ
Ｅ
三
〇
六
条
）
を
決
定
す
る
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
「
期
待
可
能
性
（U

nzum
utbarkeit

）」
の
概
念
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
期
待
可
能
性
」
と
は
、
債
務
者
の
人
か
ら
出
発
す
る
概

念
で
あ
り
、
Ｋ
Ｅ
二
七
五
条
に
お
け
る
「
債
務
関
係
の
内
容
及
び
性
質
」
は
、
債
務
関
係
か
ら
出
発
す
る
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
債
務
者
に
期
待

で
き
な
い
よ
う
な
努
力
を
も
債
務
者
に
義
務
付
け
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
債
務
者
に
期
待
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
限
を
引
く
こ
と
も

あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
下
森
＝
岡
編
・
前
掲
注
（
31
）
一
八
頁
︹
鹿
野
執
筆
部
分
︺。

（
47
）　

A
bschluß

bericht, a.a.O
.

（F
n.40

）, S.120. 

な
お
、
損
害
賠
償
請
求
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
の
有
無
の
み
を
問
題
と
す
る
こ
と
か
ら
、「
給

付
義
務
の
限
界
」
の
問
題
は
、
損
害
賠
償
請
求
（
お
よ
び
、
解
除
）
の
可
否
か
ら
、
全
く
独
立
し
た
形
で
、
別
個
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
給
付
義
務
の
限
界
」
に
お
い
て
は
、「
債
務
関
係
の
内
容
お
よ
び
性
質
」
が
判
断
の
基
準
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
損
害
賠
償
の
可
否
は
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
の
有

無
が
問
題
と
な
り
、
全
く
別
の
要
件
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｋ
Ｅ
二
八
三
条
一
項
に
現

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
委
員
会
草
案
は
、
二
元
的
な
構
成
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
構
成
の
根
拠
は
、
債
務
法
改
正
委
員
会
の
理
解
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
提
と
し
て
、
債
務
者
は
Ｋ
Ｅ
二
四
一
条
一
項
に
よ

っ
て
給
付
を
実
現
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
義
務
を
果
た
す
べ
く
、
債
務
者
が
履
行
を
行
う
に
際
し
て
給
付
困
難
に
直
面
し
た
場
合
、
給
付
義
務
か
ら
の
解

放
の
問
題
と
、
損
害
賠
償
請
求
の
可
否
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
に
つ
い
て
は
、
債
務
法
改
正

委
員
会
は
、
給
付
義
務
の
有
無
と
、
給
付
が
不
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
。
給
付
義
務
は
、
債
務
者
が
給
付
を
提
供
す
る
た

め
に
ど
の
よ
う
な
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
債
務
関
係
の
内
容
お
よ
び
性
質
に
よ
っ
て
そ
れ
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
限
界
が

画
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
帰
責
事
由
は
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
に
つ
い
て
は
重
要
で
な
い
こ
と
と
な
り
、
損
害
賠
償
責
任
の
際
に
機
能
す
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

Ｋ
Ｅ
二
八
三
条
一
項

　
　
　
「
債
務
者
が
、
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
債
権
者
は
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
。
債
務
者
が
義
務
違
反

に
つ
い
て
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」

　
（
一
八
八
一
）
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Ｋ
Ｅ
二
四
一
条
一
項

　
　
　
「
債
務
関
係
に
基
づ
い
て
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
給
付
は
、
不
作
為
も
あ
り
う
る
。」

（
48
）　

Ｄ
Ｅ
二
七
五
条

　
　
　
「
債
務
が
金
銭
債
務
で
な
い
場
合
、
債
務
者
は
、
債
務
関
係
の
内
容
お
よ
び
性
質
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
る
努
力
に
よ
っ
て
給
付
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
、
そ
の
限
り
で
、
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
の
権
利
は
、
二
八
〇
条
か
ら
二
八
二
条
、
お
よ
び
二
八
三
条
に
よ
っ
て
定
ま
る
。」

（
49
）　

そ
の
よ
う
な
批
判
は
、
実
際
は
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
時
か
ら
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
吉
政
・
前
掲
注
（
9
）、
五
五
頁
、
六
二
頁
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な

批
判
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
推
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
委
員
会
草
案
の
提
示
し
た
給
付
障
害
法
の
体
系
は
、
公
表
さ
れ
た
直
後
か
ら
、
そ
の
根
幹
部
分
に
対
し

て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
四
年
の
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
に
お
い
て
は
、
委
員
会
草
案
を
支
持
す
る
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
事
実
も
あ
り
、
な

か
な
か
批
判
が
表
面
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
委
員
会
の
草
案
が
十
分
な
自
覚
的
検
討
を
経
て
起
草
さ
れ
た
と
は
い
い
難
く
、
こ
の
よ
う
に
討
議
草
案
の
提
示

後
に
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
委
員
会
草
案
を
支
持
し
て
い
た
者
た
ち
も
、
必
ず
し
も
十
分
に
委
員
会
草
案
を
意
識
し
た
上
で
積
極
的
に
支
持

し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
間
接
的
に
裏
付
け
て
い
る
と
い
う
。

（
50
）　

第
三
章
2 

⑵
を
参
照
。

（
51
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
脚
注
（
32
）
を
参
照
。

（
52
）　

U
lrich H

uber, L
eistungsstörungen I, 1999, S.63ff.

（
53
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.52

）, S.102.

（
54
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.52

）, S.64ff.; ders., L
eistungs-störungen II, 1999, S.781ff. 

フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
履
行
請
求
を
貫

徹
し
え
な
い
結
果
、
実
態
法
上
の
給
付
請
求
権
が
消
滅
す
る
と
把
握
し
て
い
る
。

（
55
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.52

）, S.64ff.; ders., a.a.O
.

（F
n. 54

）, S.813ff. 

フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
債
権
者
の
履
行
請
求
が
権
利

濫
用
と
評
価
さ
れ
る
の
は
、債
務
者
に
要
求
さ
れ
る
費
用
が
「
期
待
不
可
能
」
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、債
権
者
が
給
付
に
対
し
て
把
握
し
て
い
る
利
益
に
比
し
て
「
不

均
衡
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
56
）　

U
lrich H

uber, D
as geplante R

echt der L
eistungsstörungen, in: W

olfgang E
rnst / R

einhard Z
im

m
erm

ann 

（H
rsg.

）, Z
ivilrechtsw

issenschaft und 

Schuldrechtreform
, 2001, S.31, 91f. 

さ
ら
に
、
同
様
の
視
点
か
ら
、
フ
ー
バ
ー
は
、
契
約
に
照
ら
し
て
、
責
め
に
帰
す
べ
き
で
は
な
い
以
上
は
、
債
務
者
は
給
付

責
任
も
損
害
賠
償
責
任
も
負
う
こ
と
は
な
く
、
責
め
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
以
上
は
、
債
務
者
は
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
に
お

　
（
一
八
八
二
）
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い
て
引
き
受
け
ら
れ
た
義
務
と
、
実
際
に
債
務
者
に
課
さ
れ
る
責
任
と
の
一
元
的
な
構
成
を
主
張
し
て
い
る
と
い
え
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、
フ
ー
バ
ー
は
、
履
行
責
任
も
、

ま
た
損
害
賠
償
責
任
も
、
契
約
に
お
い
て
約
束
さ
れ
た
債
権
者
の
利
益
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
お
い
て
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
不
能
が
債
務
者
の
責
め
に
帰

す
べ
き
で
な
い
場
合
に
は
、
責
任
を
免
れ
る
と
の
考
え
か
ら
、
両
者
は
い
わ
ば
「
コ
イ
ン
の
両
面
」
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
フ
ー
バ

ー
は
、
委
員
会
草
案
の
よ
う
な
、
履
行
責
任
と
損
害
賠
償
責
任
と
を
別
の
要
件
で
把
握
す
る
と
い
う
二
元
的
な
把
握
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
元
的
な
把
握
を
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.52

）, S.65f.; ders., a.a.O
.

（F
n.54

）, S.781ff.

（
57
）　

Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
一
項

　
　
　
「
給
付
請
求
権
は
、
そ
れ
が
債
務
者
に
と
っ
て
不
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
排
除
さ
れ
る
。」

　
　
　

Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
二
項

　
　
　
「
債
務
者
は
、
債
務
関
係
の
内
容
お
よ
び
信
義
誠
実
の
原
則
に
て
ら
し
て
、
債
権
者
の
給
付
利
益
と
著
し
い
不
均
衡
に
あ
る
負
担
が
給
付
に
必
要
な
場
合
、
そ
の
限

り
で
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
給
付
障
害
に
帰
責
事
由
が
存
在
す
る
か
、
債
務
者
が
債
権
者
に
適
切
な
対
価
を
提
供
し
た
か
ど
う
か
も
、
考
慮

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

（
58
）　

C
laus-W

ilhelm
 C

anaris, Z
ur B

edeutung der K
ategorie der „U

nm
öglichkeit “ für das R

echt der L
eistungsstörungen, in: R

einer Schulze / H
ans 

Schulte-N
ölke 

（H
rsg.

）, D
ie Schuldrechtsreform

 vor dem
 H

intergrund des G
em

einschaftsrechts, 2001, S.43, 44ff.

（
59
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
（
36
）
を
参
照
。
さ
ら
に
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
フ
ー
バ
ー
の
批
判
に
対
し
て
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
は
、
あ
く
ま
で
も
「
給
付
義

務
の
限
界
」
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
債
務
者
が
契
約
に
お
い
て
引
き
受
け
た
義
務
と
は
別
次
元
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、C

anaris, a.a.O
. 

（F
n.58

）, S.47ff.

（
60
）　

な
お
、
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
一
項
に
規
定
さ
れ
る
、
客
観
的
不
能
、
お
よ
び
主
観
的
不
能
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
権
者
に
履
行
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
が
無
意
味
で

あ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、「
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
理
を
も
凌
駕
す
る
事
由
と
な
り
、履
行
請
求
権
の
排
除
が
正
当
化
さ
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
務
者
が
履
行
を
実
現
す
る
こ
と
が
全
く
不
可
能
で
あ
り
、
債
務
者
に
給
付
を
提
供
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
存
在
し
な
い
以
上
、
債
務
者

の
給
付
拒
絶
権
と
い
う
形
で
規
定
を
お
く
の
は
適
切
で
な
い
と
し
、
法
律
上
当
然
に
給
付
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
規
定
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
Ｋ
Ｆ
二
七
五
条
に
つ
い
て
の
理
解
、
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
つ
い
て
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
に
お
い
て
述
べ
る
。

（
61
）　

た
だ
し
、
三
つ
目
の
判
断
基
準
で
あ
る
、
債
務
者
の
債
権
者
に
対
す
る
適
切
な
補
償
の
有
無
と
い
う
要
素
に
関
し
て
は
、
政
府
草
案
以
降
、
規
定
に
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
吉
政
・
前
掲
注
（
9
）
二
六
一
頁
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
自
身
が
必
ず
し
も
条
文
で
こ
の
こ
と
を
明
示
し
な
く

　
（
一
八
八
三
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け

�

一
二
八

同
志
社
法
学　

六
一
巻
六
号

と
も
よ
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
採
用
す
る
判
断
枠
組
み
や
債
務
者
の
帰
責
事
由
と
い
う
基
準
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
て
も
、
討
議
草
案
の
整
理
案
に
対
し
て
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
趣
旨
の
修
正
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
と
い
う
。

（
62
）　

な
お
、
新
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
考
と
し
た
。
岡
孝
＝
青
野
博
之
＝
渡
辺
達
徳
「
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
案
（
民
法

改
正
部
分
）
試
訳
」
学
習
院
法
学
会
雑
誌
三
七
巻
一
号
一
二
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
一
年
）、
岡
編
・
前
掲
注
（
9
）、
半
田
吉
信
﹃
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
﹄（
成

文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
63
）　

す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
費
用
と
利
益
と
の
衡
量
な
の
で
あ
り
、
い
か
に
債
務
者
が
給
付
に
関
し
て
努
力
す

る
旨
を
約
束
し
た
と
し
て
も
、
費
用
と
利
益
（
こ
の
場
合
、
特
に
債
務
者
の
費
用
）
の
衡
量
に
関
係
す
る
努
力
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

（
64
）　

敷
衍
す
れ
ば
、
こ
の
判
断
基
準
は
、
契
約
当
事
者
が
債
務
関
係
に
お
い
て
債
権
者
の
利
益
の
実
現
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
原
則
的
に
は
債
務
者
は

債
権
者
を
、
そ
の
債
務
関
係
に
基
づ
い
て
、
約
し
た
自
身
の
給
付
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
の
利
益
を
実
現
さ
せ
る
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
と
こ
ろ
を
、
例

外
的
に
、
そ
の
債
務
関
係
よ
り
、
債
務
者
の
不
利
益
（
費
用
）
と
債
権
者
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
の
下
、
債
権
者
の
履
行
請
求
権
を
排
除
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
、

す
な
わ
ち
債
務
者
に
給
付
拒
絶
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
65
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.131f.

（
66
）　

C
laus-W

ilhelm
 C

anaris, Schuldrechtsm
odernisierung, 2002, S.X

II. 

こ
こ
に
お
い
て
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
上
述
さ
れ
た
よ
う
に
高
く
設
定
さ
れ
た
基
準
に
対

し
、
よ
ほ
ど
の
不
均
衡
が
存
在
し
な
い
限
り
は
、
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
実
践
的
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
教
義

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
67
）　

C
laus-W

ilhelm
 C

anaris, D
ie R

eform
 des R

echts der L
eistungsstörugen, JZ

, 2001, S.499, 501.

（
68
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.504f.

（
69
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.130.

（
70
）　

こ
の
債
務
者
の
帰
責
性
の
具
体
的
な
問
題
点
、
お
よ
び
そ
れ
が
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
の
場
合
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
内
容
は
、
第
四
章

2 

⑶
に
お
い
て
述
べ
る
。

（
71
）　

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、U

lrich H
uber, D

ie Schadensersatzhaftung des V
erkäufers w

egen N
ichterfüllung der N

acherfüllungspflicht und 

die H
aftungsbegrenzung des §

275 A
bs.2 B

G
B

 neuer F
assung, in: F

estschrift für P
eter Schlechtriem

 zum
 70. G

eburtstag, 2003, S.521, 556ff. 

フ

ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
債
務
者
が
除
去
し
う
る
で
あ
ろ
う
給
付
障
害
を
、
除
去
に
よ
る
費
用
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
除
去
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
、
お
よ
び
、

　
（
一
八
八
四
）
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債
務
者
が
給
付
障
害
を
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
場
合
な
ど
は
、
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
72
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.556.
（
73
）　

ド
イ
ツ
民
法
二
八
〇
条
一
項
と
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
八
一
条
二
項
に
基
づ
い
て
、
債
権
者
は
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務

者
が
給
付
し
な
い
こ
と
が
義
務
違
反
で
あ
り
、
債
務
者
が
給
付
を
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
債
務
者
に
帰
責
性
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
損
害
賠
償
請
求
が
認

め
ら
れ
る
。

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
二
八
〇
条
一
項

　
　
　
「
債
務
者
が
、
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
た
と
き
、
債
権
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
う
る
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
二
八
一
条
二
項

　
　
　
「
債
務
者
が
給
付
を
真
に
最
終
的
に
拒
絶
す
る
か
、
両
当
事
者
の
利
益
の
考
量
の
も
と
即
座
の
損
害
賠
償
請
求
の
行
使
を
正
当
化
す
る
特
別
な
状
況
が
存
在
す
る
と

き
、
期
間
の
指
定
は
不
要
で
あ
る
。」

（
74
）　

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、von C

aem
m

erer, K
om

m
entar zum

 E
inheitlichen K

aufrecht, 1976, A
rt.69 E

K
G

 R
n.9. 

も
参
照
。

（
75
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.557.

（
76
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.557.

（
77
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.557.

（
78
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.557.

（
79
）　

旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項

　
　
　
「
賠
償
義
務
者
は
、
原
状
回
復
が
過
分
の
費
用
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
、
債
権
者
に
金
銭
に
よ
っ
て
賠
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
80
）　

旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
三
条
二
項

　
　
　
「
仕
事
が
前
項
に
規
定
し
た
性
状
を
備
え
て
い
な
い
と
き
は
、注
文
者
は
、瑕
疵
の
除
去
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、四
七
六
条
ａ
を
準
用
す
る
。

除
去
が
過
分
の
費
用
を
要
す
る
と
き
は
、
請
負
人
は
、
除
去
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　
　
　

旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
三
条
一
項

　
　
　
「
請
負
人
は
、
仕
事
が
保
証
さ
れ
た
性
質
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
価
値
ま
た
は
通
常
の
使
用
も
し
く
は
契
約
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
正
を
消
滅
ま

た
は
減
少
さ
せ
る
欠
点
の
な
い
よ
う
に
仕
事
を
完
成
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。」

　
（
一
八
八
五
）
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旧
ド
イ
ツ
民
法
四
七
六
条
ａ

　
　
　
「
買
主
の
解
除
、
ま
た
は
減
額
請
求
権
に
代
え
て
、
修
補
請
求
権
を
合
意
し
た
場
合
に
は
、
修
補
義
務
を
負
う
売
主
は
、
修
補
の
た
め
に
必
要
な
費
用
、
特
に
運
送
費
、

通
行
費
、
労
務
費
用
、
材
料
費
を
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
買
い
受
け
た
物
を
引
渡
し
後
に
受
領
者
の
住
所
ま
た
は
営
業
所
以
外
の
場
所
へ
移
送
し
た
こ
と

に
よ
り
費
用
が
増
加
す
る
場
合
に
は
、
第
一
文
は
適
用
し
な
い
が
、
移
送
が
物
の
目
的
に
し
た
が
っ
た
使
用
に
合
致
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」

（
81
）　

B
G

H
Z

 62, 388ff.

（
82
）　

B
G

H
 N

JW
 1988, 799f.

（
83
）　

な
お
、
こ
こ
に
挙
げ
た
判
決
よ
り
前
に
も
、
こ
の
問
題
は
議
論
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、W

indscheid, L
ehrbuch des P

andektenrechts, B
and II, 7.A

ufl., 

1891, §
264, 2b; Jakobs, U

nm
öglichkeit und N

ichterfüllung, 1969, S.154ff.

等
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
多
く
用
い
ら
れ
る
」（
し
た
が
っ
て
、

最
初
に
彼
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
）
海
底
に
沈
ん
だ
指
輪
の
事
例
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
教
室
例
は
、
奇
怪
で
あ
り
、
あ
ま
り
都
合
の
よ
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条

二
項
に
お
い
て
、「
不
能
に
等
し
い
」（「
実
質
的
」
も
し
く
は
「
事
実
的
」
不
能
）
と
い
う
よ
う
な
給
付
の
事
例
の
問
題
と
し
て
は
、
こ
れ
で
は
誤
解
を
促
す
こ
と
と

な
る
と
い
う
。
現
実
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
設
例
は
、
全
く
話
に
な
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.71

）, 

S.558.

（
84
）　

こ
の
判
決
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
川
角
由
和
「
ネ
ガ
ト
リ
ア
責
任
と
金
銭
賠
償
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
分
析
を
中
心
に
―
」
広
中

俊
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
﹃
民
事
法
秩
序
の
生
成
と
展
開
﹄（
創
文
社
、
一
九
九
六
年
）
五
三
七
頁
以
下
、
と
り
わ
け
五
六
〇
頁
以
下
に
お
い
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
詳
細
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
関
連
す
る
範
囲
で
の
み
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
た

だ
、
川
角
教
授
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
権
法
上
の
ネ
ガ
ト
リ
ア
責
任
と
債
権
法
上
の
損
害
賠
償
と
の
関
係
に
つ
い
て
を
主
た
る
観
点
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、

川
角
由
和
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
権
的
妨
害
排
除
請
求
権
論
の
到
達
点
―
「
権
利
重
畳
」
説
の
意
義
―
」
龍
谷
法
学
四
〇
巻
四
号
一
〇
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
に

お
い
て
も
、
こ
の
判
例
が
、
物
権
法
上
の
妨
害
排
除
請
求
権
と
「
金
銭
賠
償
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
釈
論
上
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
85
）　

な
お
、
そ
の
持
分
権
に
は
、
当
該
土
地
の
上
に
独
立
し
て
建
設
さ
れ
る
居
住
用
建
物
の
特
別
所
有
権
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。

（
86
）　

ド
イ
ツ
民
法
一
〇
〇
四
条
一
項

　
　
　
「
所
有
権
が
、
占
有
の
侵
奪
、
あ
る
い
は
留
置
以
外
の
方
法
で
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
は
、
所
有
者
は
妨
害
者
に
対
し
て
そ
の
妨
害
を
排
除
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
引
き
続
き
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
侵
害
行
為
の
差
止
め
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　
（
一
八
八
六
）
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ド
イ
ツ
民
法
一
〇
〇
四
条
二
項

　
　
　
「
所
有
者
が
認
容
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
は
、
前
項
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

（
87
）　

具
体
的
に
は
、
被
告
に
対
す
る
原
告
の
妨
害
排
除
請
求
が
、
不
均
衡
で
あ
る
、
も
し
く
は
被
告
に
正
当
に
要
求
さ
れ
な
い
費
用
と
結
び
付
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
と

い
う
点
の
解
明
に
つ
い
て
、
控
訴
審
裁
判
所
に
差
戻
し
た
。
そ
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
の
よ
う
な
点
の
解
明
に
あ
た
っ
て
、
被
告
が
、
当
該
駐
車
場
を
設
置
す
る
こ

と
が
原
告
と
の
契
約
違
反
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
駐
車
場
の
設
置
は
、
地
下
駐
車
場
の
場
合
と
は
異
な
り
、
被
告
が
も
は
や
土
地
の
所
有
者

で
は
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
、
と
り
わ
け
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
88
）　

ド
イ
ツ
民
法
六
六
七
条

　
　
　
「
受
任
者
は
、
委
任
を
執
行
す
る
た
め
に
受
け
取
っ
た
も
の
、
お
よ
び
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
を
、
す
べ
て
委
任
者
に
引
渡
す
義
務
を
負

う
。」

（
89
）　

B
G

H
 N

JW
 1988, 799, 800.

（
90
）　

B
G

H
Z

 62, 388, 394.

（
91
）　

な
お
、
Ｏ
Ｌ
Ｇ
は
、
そ
の
限
り
で
訴
え
を
棄
却
し
て
い
る
。

（
92
）　

B
G

H
Z

 62, 388, 393f.

（
93
）　

B
G

H
Z

 62, 388, 393f.

（
94
）　

B
G

H
Z

 62, 388, 393f.

（
95
）　

B
G

H
Z

 62, 388, 393f.

（
96
）　

こ
の
よ
う
に
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、M

arkus F
inn , E

rfüllungspflicht und L
eistungshindernis , 2007 , S.196f.

（
97
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.502.

（
98
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.502.

（
99
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.502.

（
100
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.502.

（
101
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.502.

（
102
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.502. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
二
㈡
に
お
い
て
も
記
述
す
る
。

　
（
一
八
八
七
）
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（
103
）　

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
五
三
条
は
、「
財
産
的
損
害
で
は
な
い
損
害
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
金
銭
に
よ
る
賠
償
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
ド
イ
ツ
民
法
二
五
三
条
の
場
合
は
例
外
と
な
る
。

（
104
）　

な
お
、
こ
の
旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
三
条
二
項
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
民
法
六
三
五
条
三
項
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
六
三
五
条
三
項

　
　
　
「
請
負
人
は
、
二
七
五
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
追
履
行
が
不
相
当
な
費
用
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
場
合
は
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
105
）　

C
anaris, a.a.O

.
（F

n.67

）, S.502

（
106
）　

C
anaris, a.a.O

.
（F

n.67

）, S.502.

（
107
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.502.

（
108
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.544f., 560f.

（
109
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.502. 

な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
四
項
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
よ
る
債
務
者
の
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
は
、

常
に
債
権
者
の
現
物
履
行
請
求
に
の
み
関
係
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
（
ド
イ
ツ
民
法
二
八
三
条
、
も
し
く
は
三
一
一
ａ
条
二
項

に
見
ら
れ
る
）
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.71

）, S.559, 561. 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
、
一
方
で
は
「
一
般
的
な
法
思
想
」
に
、
そ
し
て
他
方
で
は
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
根
底
に
存
在
し
て
い
る

基
礎
的
な
状
況
が
、
単
に
部
分
的
に
類
似
し
う
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
、
第
一
次
的
な
給
付
義
務
か
ら
解
放

さ
れ
る
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
が
第
二
次
的
な
請
求
（
損
害
賠
償
請
求
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
加
わ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
債
務
者
が
第
一
次
的
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
、
債
務
者
が
（
後
発
的
な
）
給
付
障
害
を
帰
責
さ
れ
ず
と
も
よ
い
、
も
し
く
は
契

約
当
初
か
ら
の
給
付
障
害
が
、
契
約
締
結
の
際
に
、
知
ら
な
か
っ
た
、
ま
た
は
こ
れ
に
関
す
る
不
知
を
帰
責
さ
れ
ず
と
も
よ
い
た
め
に
、
第
二
次
的
な
損
害
賠
償
責

任
が
排
除
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
根
本
的
に
異
な
る
規
定
の
問
題
性
が
加
わ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
存
在
す
る
問
題
性
は
、「
一
般
的
な
法
思
想
」
と
は
、
も
し
く
は

権
利
濫
用
と
は
関
係
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
の
扱
い
を
必
要
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、F

inn, a.

a.O
.

（F
n.96

）, S.237.

（
110
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.129f. 

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
一
項
の
領
域
内
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る

見
解
も
存
在
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Staudinger K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch, §

275, R
n.19 / L

öw
isch; §

283, R
n.21 / O

tto.

（
111
）　

例
え
ば
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
、「
現
代
の
技
術
は
、
沈
没
し
た
船
舶
を
引
き
上
げ
る
こ
と
や
、
山
を
動
か
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

　
（
一
八
八
八
）
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こ
の
よ
う
な
現
代
の
技
術
は
、
月
に
ま
で
達
し
、
再
び
戻
っ
て
く
る
こ
と
ま
で
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
（
物
理
的
に
）
不
能
で
あ
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
た
給
付
は
、
可
能
と
さ
れ
る
」
事
例
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、D

ieter M
edics, Schuldrecht A

llgem
einer Teil, 15.A

ufl., 

R
n369f.

　
　
　

ま
た
、
リ
ー
プ
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
、
よ
り
具
体
的
に
、
債
務
者
が
給
付
義
務
を
負
っ
て
い
る
指
輪
を
、
ヘ
ル
ゴ
ラ
ン
ド
島
に
到
着
す
る
前
に
、
う
っ
か
り

と
海
へ
と
落
と
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、D

auner-L
ieb / H

eidel / R
ing 

（H
rsg.

）, A
nw

alt 

K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, §275, R
n.38. / D

auner-L
ieb.

（
112
）　

C
anaris, a.a.O

.
（F

n.67

）, S.505. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
文
第
四
章
1
⑶
に
お
い
て
も
述
べ
た
。

（
113
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.129.

（
114
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.130.

（
115
）　

D
auner-L

ieb / H
eidel / L

epa / R
ing 

（H
rsg.

）, D
as neue Schuldrecht, S.103. / D

auner-L
ieb. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
二
㈡
に
お
い
て
も
記
述
す

る
。

（
116
）　

M
ünchener K

om
m

entar zum
 bürgerlichen G

esetzbuch, B
and.2, 5.A

ufl., §
275 , R

n.69. / E
rnst; W

erner G
.E

lb, Schuldrechtsm
odernisierung, 

2002, S.51.; D
örner / Staudinger, Schuldrechts-m

odernisierung, 2002, S.32f.

等
。

（
117
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.69.

（
118
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.69. 

す
な
わ
ち
、
債
務
関
係
の
内
容
や
、
信
義
誠
実
の
要
請
に
関
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
採

用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
債
務
者
が
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
付
費
用
に
つ
い
て
、
現
実
の
履
行
に
お
け
る
債
権
者
の
利
益
、
も
し
く
は
具
体

的
な
事
例
に
お
い
て
さ
ら
に
加
わ
る
関
係
に
つ
い
て
、
有
益
と
な
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
現
実
の
履
行
に
お
け
る
費
用
、
も
し
く
は
債
権
者
の
利
益

と
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
考
慮
は
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
債
務
者
に
給
付
障
害
が
帰
責
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
と
い

う
状
況
（
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文
）
も
、
二
項
に
基
づ
い
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
相
当
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
費
用
と
利
益
の
衡
量
そ
れ
自
体
に
は
な
じ

ま
な
い
が
、
給
付
に
つ
い
て
の
費
用
と
利
益
の
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
条
文
中
の
「
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
か
ら
導
か
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
現
実
の
履
行
に
お
い
て
、
給
付
費
用
、
も
し
く
は
債
権
者
の
利
益
と
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
は
、
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
は
、
現
実
執
行
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
過
当
な
要
求
の
規
定
（allgem

eine U
nzum

utbarkeitsregelung für die 

N
aturalvollstreckung. 

い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
三
項
の
よ
う
な
場
合
）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
（
一
八
八
九
）
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（
119
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.69.; P
alandt B

ürgerliches G
esetzbuch K

om
m

entar, 66. A
ufl., 2007 , 

§275, R
n.28 / H

einrichs
（
120
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
3
、
お
よ
び
第
四
章
2
⑴
を
参
照
。

（
121
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n. 44. 

し
か
し
な
が
ら
、
リ
ー
プ
は
、
終
局
的
に
は
、
―
と
り
わ
け
、
債
務
者
に
帰
責
性
の
な
い
給
付
障
害
の
事
例

に
お
い
て
―
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
債
務
関
係
の
内
容
」
が
最
も
重
要
な
基
準
と
し
て
よ
り
焦
点
を
合
わ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、「
考
量
に
代
わ
る
解
釈
」
が
む
し
ろ
問
題
と
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
な
債
務
関
係
の
内
容
を
重
要
視
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、R

n.41

参
照
。
ま
た
、
債
務
関
係
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
2
⑷
お
よ
び
⑸
に
お
い
て
も
述
べ
る
。

（
122
）　

E
rnst, a.a.O

.
（F

n.116

）, §
275, R

n.77. 

例
え
ば
、
債
務
者
が
単
に
努
力
の
み
を
約
束
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
義
務
を
負
う
内
容
は
努
力
に
お
い
て
の
み
存
在
し

て
い
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
費
用
と
利
益
と
の
衡
量
な
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
債
務
者
が
給

付
に
関
し
て
努
力
す
る
旨
を
約
束
し
た
と
し
て
も
、
費
用
と
利
益
（
こ
の
場
合
、
特
に
債
務
者
の
費
用
）
の
衡
量
に
関
係
す
る
努
力
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
な
る
。

（
123
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.77.

（
124
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.78.

（
125
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.78; H
einrichs, a.a.O

.

（F
n.119

）, §
275, R

n.28.

（
126
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.103. 

そ
の
例
と
し
て
、
リ
ー
プ
は
、
郵
便
切
手
が
給
付
目
的
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
引
渡
す
こ
と
で
、
買
主
の
切
手
の
収
集
を

完
成
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
精
神
的
な
動
機
も
ま
た
、
債
権
者
（
買
主
）
の
利
益
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、ders., a.a.O

.

（F
n.111

）, §
275, R

n.43. 
も
参
照
。
そ
の
他
、
同
様
の
見
解
の
も
の
と
し
て
、Jauernig B

ürgerliches G
esetzbuch K

om
m

entar, 

12.A
ufl., 2007, §

275, R
n.25 / Stadler; E

rm
an B

ürgerliches G
esetzbuch K

om
m

entar, 11.A
ufl., 2004, §

275, R
n.25 / H

. P. W
esterm

ann; H
einrichs, 

a.a.O
.

（F
n.119

）, §
275, R

n.28; E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.80.

等
。

　
　
　

な
お
、
フ
ー
バ
ー
も
同
様
に
、
債
務
者
が
例
外
的
に
現
物
履
行
を
拒
絶
す
る
権
利
を
付
与
さ
れ
た
場
合
、
債
務
者
は
ド
イ
ツ
民
法
二
八
三
条
も
し
く
は
三
一
一
ａ

条
二
項
に
よ
っ
て
、
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
（
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
四
項
に
明
示
さ
れ
て
い
る
）
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
給
付
障
害
の
除
去
が

惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
著
し
く
不
均
衡
な
費
用
で
は
な
く
、
給
付
に
よ
っ
て
債
権
者
が
有
す
る
価
値
の
み
が
補
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
債
務

者
の
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
均
衡
お
よ
び
不
均
衡
を
限
界
づ
け
る
場
合
に
、
債
務
者
が
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
し
く
は
、
給
付
障
害
を
最
初
か
ら
知

っ
て
い
た
、
ま
た
は
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
例
で
は
、
債
権
者
の
非
物
質
的
利
益
、
お
よ
び
、
物
質
的
な
損
害
の
算
定
（
評
価
）
の
困
難
も
考
慮
さ

　
（
一
八
九
〇
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け

�

一
三
五

同
志
社
法
学　

六
一
巻
六
号

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
給
付
障
害
を
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
し
く
は
、
給
付
障
害
を
最
初
か
ら
知
っ
て
い
た
、
ま
た
は
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
債
務
者
は
、
損
害
賠
償
の
提
供
に
よ
っ
て
、
自
身
の
現
物
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
正
当
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
債
務
者
は
、
債
権
者
の
権
利
濫
用
的
な
履
行
の
請
求
か
ら
保
護
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.71

）, 

S.566f.

（
127
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.561.; E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275 , R

n.79.; H
einlichs, a.a.O

.

（F
n.119

）, §
276, R

n.28.

等
。
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項

の
立
法
態
度
と
し
て
は
、
第
四
章
1
で
紹
介
し
た
、
債
務
者
が
給
付
障
害
を
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
事
例
の
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

B
T-D

ruks 14 / 6040, S.131.

　
　
　

た
だ
、
と
り
わ
け
売
買
契
約
法
の
瑕
疵
担
保
責
任
、
請
負
契
約
法
に
お
け
る
瑕
疵
修
補
義
務
の
よ
う
な
、
結
果
に
関
係
す
る
義
務
の
際
に
は
、
給
付
に
代
わ
る
損

害
賠
償
の
額
を
越
え
う
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
第
四
章
二
㈣
に
お
い
て
、
と
く
に
売
買
契
約
の
瑕
疵
担
保
に
つ
い
て
の
議
論
に
、

若
干
で
は
あ
る
が
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

（
128
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275 , R

n.43. 

も
っ
と
も
、債
権
者
が
、給
付
請
求
権
を
喪
失
す
る
際
に
、損
害
賠
償
請
求
の
要
件
も
満
た
す
よ
う
な
場
合
（
ド

イ
ツ
民
法
二
八
三
条
）、
現
物
履
行
に
つ
い
て
の
給
付
利
益
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
障
害
を
帰
責
さ
れ
る
べ
き
債
務
者
の
解
放
の
基
準
が
、
そ

の
限
り
で
、
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
債
務
者
よ
り
も
低
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks 14 / 6040, S.130.; E

rnst, 

a.a.O
.

（F
n.116

）, §
275, R

n.81.

（
129
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.78.; H
einrichs, a.a.O

.

（F
n.119

）, §
275, R

n.28.

（
130
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.78.

（
131
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.78.

（
132
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.78.

（
133
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.70.; H
einrichs, a.a.O

.

（F
n.119

）, §
275, R

n.28. 

こ
の
こ
と
は
、
立
法
者
に
と
っ
て
、
不
均
衡
が
、“im

possibilium
 

nulla est obligatio

（
何
人
も
不
能
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
）”

と
い
う
命
題
を
も
っ
て
「
著
し
い
不
均
衡
」
と
い
う
概
念
が
設
け
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
概
念
が
不

能
類
似
の
範
囲
に
ま
で
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、“im

possibilium
 nulla est obligatio ” 

の
命
題
に
つ
い
て
は
、
磯
村

哲
「im

possibilium
 nulla obligatio 

原
則
の
形
式
と
そ
の
批
判
理
論
―
そ
の
一
、
獨
民
法
の
「
原
始
的
不
能
」
の
學
説
史
的
背
景
―
」﹃
石
田
文
次
郎
先
生
古
稀

記
念
論
文
集
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
三
九
七
頁
以
下
を
参
照
。

　
（
一
八
九
一
）
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（
134
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.131.
（
135
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、C

anaris, a.a.O
.

（F
n.66

）, S.X
II.

（
136
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、C

anaris, a.a.O
.

（F
n.67

）, S.501. 

第
三
章
三
に
お
い
て
も
述
べ
た
。

（
137
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.89. 

す
な
わ
ち
、
理
性
あ
る
債
権
者
な
ら
ば
給
付
障
害
の
除
去
を
決
し
て
期
待
し
え
な
い
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ

民
法
二
七
五
条
二
項
は
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
把
握
の
も
と
で
、
費
用
と
利
益
の
衡
量
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二

項
の
要
件
は
、
債
務
者
の
費
用
が
債
権
者
の
利
益
を
上
回
る
場
合
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
138
）　

す
な
わ
ち
、
債
権
者
は
、
自
身
の
請
求
権
に
基
づ
い
て
現
物
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
は
、
義
務
付
け
ら
れ
た
給
付
の
結
果
が
不
経
済
と
し
て

現
れ
る
際
に
も
、
普
遍
に
存
在
す
る
。
こ
こ
で
い
う
明
ら
か
に
無
益
で
あ
る
程
度
に
達
し
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
単
な
る
不
均
衡
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
権
者
を

害
し
て
ま
で
、
債
務
者
が
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
考
え
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、E

rnst, a.a.O
.

（F
n.116

）, 

§
275, R

n.90.

（
139
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.90ff. 

そ
の
際
、
債
務
者
は
、
債
権
者
と
現
物
給
付
の
経
済
性
（
有
利
性
）
に
つ
い
て
争
う
こ
と
と
な
る
。
債
務
者
の
給
付

か
ら
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
き
、
価
値
の
高
い
場
合
に
も
、（
と
り
わ
け
）
価
値
の
低
い
場
合
に
も
、
債
権
者
は
、
自
身
の
現
物
履
行
請
求
権
を
貫
徹
し
う
る
こ
と
に
依

拠
す
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
、
経
済
的
な
考
慮
か
ら
、
外
国
（
と
り
わ
け
英
米
法
領
域
）
に
お
け
る
制
限
的
な
要
件
の
も
と
で
履
行
請
求
権
を
債

権
者
に
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
現
物
履
行
請
求
の
原
則
に
由
来
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、R

n.93.

（
140
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.90. 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
け
る
不
均
衡
に
つ

い
て
、
確
か
に
、
ホ
モ
＝
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
（
経
済
人
）
は
、
約
し
た
と
お
り
の
給
付
結
果
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
費
用
が
利
益
を
わ
ず
か
に
越
え
る
の
み
で
あ

る
場
合
に
は
、
問
題
と
し
な
い
。
債
権
者
の
請
求
権
は
、
法
秩
序
に
基
づ
い
て
、
第
一
に
現
物
履
行
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
債
権
者
は
、
自
身

の
請
求
権
に
基
づ
い
て
、
現
物
履
行
を
何
ら
の
問
題
も
な
く
請
求
し
う
る
。
こ
の
権
利
は
、
債
務
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
給
付
の
結
果
が
「
不
経
済
」
と
し
て
現
れ

る
際
に
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
は
、
自
身
の
現
物
履
行
請
求
権
を
、
現
物
履
行
に
よ
っ
て
経
済
的
な
創
造
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
ら
ず
に
正
当
化

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
様
に
、
債
務
者
も
、
債
権
者
の
現
物
履
行
請
求
権
に
対
し
て
、
そ
れ
に
固
執
す
る
こ
と
は
不
経
済
で
あ
る
と
い
っ
て
反
論
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
は
、
現
物
履
行
の
権
利
は
、
法
秩
序
に
お
い
て
請
求
権
に
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
債
務
者
が
現
物
履
行
を
単
に
不
経
済

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
拒
絶
し
う
る
こ
と
は
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
経
済
性
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

　
（
一
八
九
二
）
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現
物
給
付
の
調
達
が
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
給
付
の
調
達
は
、
費
用
に
か
ん
が
み
て
、
明
ら
か
に
、
お
よ
び
高
い
程
度
に
お

い
て
実
益
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
実
益
が
な
い
程
度
に
達
し
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
不
均
衡
、
ま
た
は
不
経
済
の
み
で
は
、

給
付
義
務
か
ら
の
解
放
が
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
経
済
的
不
能
と
の
限
界
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
3
を
参
照
。

（
141
）　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
六
条
一
項

　
　
　
「
債
務
者
は
、
厳
格
化
さ
れ
た
責
任
、
ま
た
は
軽
減
さ
れ
た
責
任
が
定
め
ら
れ
て
も
お
ら
ず
、
と
り
わ
け
保
証
ま
た
は
調
達
上
の
危
険
の
引
受
け
に
基
づ
く
債
務
関

係
そ
の
他
の
内
容
か
ら
推
測
さ
れ
も
し
な
い
と
き
、
故
意
お
よ
び
過
失
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
二
七
条
お
よ
び
八
二
八
条
の
諸
規
定
は
、
準

用
さ
れ
る
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
六
条
二
項

　
　
　
「
取
引
で
必
要
な
注
意
を
払
わ
な
い
者
は
、
過
失
で
行
為
す
る
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
六
条
三
項

　
　
　
「
故
意
に
基
づ
く
責
任
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
を
あ
ら
か
じ
め
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

（
142
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.131.

（
143
）　

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
障
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
債
務
者
に
お
い
て
は
、
よ
り
厳
格
な
要
求
を
さ
れ
る
べ
き
で
、
他
方
で
、
責
任
を
負
わ

な
く
と
も
よ
い
債
務
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
要
求
は
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
帰
責
性
に
応
じ
て
そ
の
解
放
基
準
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks 14 / 6040, S.131.

（
144
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.521ff.; E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.72f. 

ま
た
、
こ
の
対
立
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
2 

⑸
に
て
述
べ
る
。

（
145
）　

C
laus-W

ilhelm
 C

anaris, D
ie B

ehandlung nicht zu vertretender L
eistungshindernisse nach §

275 A
bs.2 B

G
B

 beim
 Stückkauf, JZ

, 2004, S.214, 

223.

（
146
）　

E
rnst , a.a.O

.

（F
n.116

）, §275, R
n.102.

（
147
）　

こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
い
う
と
こ
ろ
の
不
均
衡
は
、
明
ら
か
に
、
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
の
程
度
に
ま
で
達
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
、H

. P. W
esterm

ann, a.a.O
.

（F
n.126

）, §
275, R

n.24

等
。

　
　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
個
々
の
事
例
に
お
け
る
具
体
的
な
比
較
衡
量
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
不
均
衡
の
程
度
、
割
合
に
つ
い
て

は
挙
げ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、E

rnst, a.a.O
.

（F
n.116

）, §
275, R

n.89.

　
（
一
八
九
三
）
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ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
一
項

　
　
　
「
善
良
な
風
俗
に
違
反
す
る
法
律
行
為
は
、
無
効
で
あ
る
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
二
項

　
　
　
「
と
り
わ
け
、
あ
る
者
が
他
人
の
急
迫
、
無
経
験
、
判
断
能
力
の
欠
如
、
ま
た
は
意
思
の
重
大
な
薄
弱
に
乗
じ
て
、
自
ら
、
ま
た
は
第
三
者
に
、
給
付
と
際
立
っ
て

不
均
衡
に
あ
る
財
産
的
に
有
利
な
給
付
に
つ
い
て
約
束
ま
た
は
保
証
さ
せ
る
法
律
行
為
は
、
無
効
で
あ
る
。」

（
148
）　

ド
イ
ツ
民
法
四
三
七
条

　
　
　
「
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
要
件
が
存
在
し
、
か
つ
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
買
主
は
、

　
　
　
　

一　

四
三
九
条
に
し
た
が
っ
て
完
全
履
行
を
請
求
し
、

　
　
　
　

二　

四
四
〇
条
、
三
二
三
条
お
よ
び
三
二
六
条
五
項
に
し
た
が
っ
て
契
約
を
解
除
、
ま
た
は
四
四
一
条
に
し
た
が
っ
て
代
金
を
減
額
し
、

　
　
　
　

三 　

四
四
〇
条
、
二
八
〇
条
、
二
八
一
条
、
二
八
三
条
お
よ
び
三
一
一
条
ａ
に
し
た
が
っ
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
ま
た
は
二
八
四
条
に
し
た
が
っ
て
無
駄
に

な
っ
た
費
用
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
149
）　

ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
一
項

　
　
　
「
買
主
は
、
完
全
履
行
と
し
て
、
そ
の
選
択
に
し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
の
修
補
、
ま
た
は
瑕
疵
の
な
い
代
物
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
二
項

　
　
　
「
売
主
は
、
完
全
履
行
の
必
要
費
、
特
に
、
運
送
、
交
通
、
労
務
お
よ
び
材
料
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
三
項

　
　
　
「
売
主
は
、
買
主
が
選
択
し
た
種
類
の
完
全
履
行
が
不
相
当
な
費
用
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
き
は
、
二
七
五
条
二
項
お
よ
び
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を

拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
特
に
、
瑕
疵
の
な
い
目
的
物
の
価
値
、
瑕
疵
の
重
要
性
お
よ
び
買
主
の
著
し
い
不
利
益
な
し
に
他
方
の
完
全

履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
四
項

　
　
　
「
売
主
が
完
全
履
行
の
た
め
に
瑕
疵
の
な
い
給
付
を
な
す
と
き
は
、
売
主
は
、
買
主
か
ら
三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
瑕
疵
あ
る
目
的
物
の
返
還

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
150
）　

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
と
関
連
す
る
範
囲
で
の
み
、
こ
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
に
お
け
る
特

　
（
一
八
九
四
）
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定
物
売
買
に
つ
い
て
の
議
論
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
、
検
討
す
る
も
の
と
し
て
は
、
今
西
康
人
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
改
正
問
題
―
債
権
法

の
現
代
化
に
関
す
る
法
律
の
検
討
草
案
に
つ
い
て
―
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
二
巻
四
＝
五
号
八
五
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
青
野
博
之
「
売
買
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
買
主
の
権
利
と
売
主
の
地
位
」
判
タ
一
一
一
六
号
一
二
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
田
中
志
津
子
「
ド
イ
ツ
民
法
売
買
契
約
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
」

明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
学
研
究
論
集
一
八
号
三
九
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
石
崎
泰
雄
「
ド
イ
ツ
新
民
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
統
合
理
論
」
駿
河
台
法

学
一
七
巻
一
号
四
七
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
田
中
宏
治
「
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
特
定
物
売
買
の
今
日
的
課
題
」
民
商
一
三
三
巻
一
号
一
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
田

中
志
津
子
「
売
買
契
約
に
お
い
て
瑕
疵
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
の
救
済
手
段
―
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
追
完
請
求
権
と
解
除
権
の
関
係
を
中
心
に
―
」
伊
藤

進
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
﹃
現
代
私
法
学
の
課
題
﹄（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
七
年
）
等
が
あ
る
。

（
151
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.230.

（
152
）　

C
laus-W

ilhelm
 C

anaris, D
ie N

acherfüllung durch L
eistung einer M

angelfreien Sache beim
 Stückkauf, JZ

, 2003, S.831ff. 

ま
た
、
裁
判
例
に
お
い

て
も
、
こ
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、O

L
G

 B
raunschw

eig N
JW

 2003, 1053

を
参
照
。
事
実
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
原
告
（
買
主
）
は
、
被
告
（
売
主
）
か
ら
、
走
行
距
離
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
乗
用
車
一
台
を
検
分
の
上
、
購
入
し
、
代
金
を
支
払
い
、
車
両
の
引
渡
し

を
受
け
た
。
そ
の
車
両
は
、
Ａ
Ｂ
Ｓ
、
四
エ
ア
バ
ッ
ク
搭
載
車
と
し
て
売
り
出
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
Ａ
Ｂ
Ｓ
の
装
置
は
搭
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
エ
ア
バ
ッ
ク

も
二
つ
し
か
搭
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
ま
ず
裁
判
外
で
、
完
全
履
行
を
請
求
し
た
が
、
被
告
は
こ
れ
に
応
じ
な
い
う
え
に
、
裁
判
外
で
、
代
金
の
返
還

と
引
き
換
え
に
引
渡
し
た
車
両
を
返
還
す
る
か
、
も
し
く
は
支
払
済
み
代
金
に
追
加
し
て
金
銭
を
支
払
う
よ
う
求
め
た
。
原
告
は
こ
れ
に
応
じ
ず
、
車
両
の
返
還
と

引
き
換
え
に
完
全
履
行
（
瑕
疵
の
な
い
代
物
車
両
の
給
付
）
を
求
め
て
、
訴
え
を
提
起
し
た
。
最
初
は
裁
判
所
の
勧
告
に
応
じ
て
、
裁
判
所
の
和
解
の
成
立
を
決
定
し
、

被
告
が
原
告
に
七
五
〇
ユ
ー
ロ
を
支
払
う
こ
と
を
合
意
し
た
が
、
こ
れ
は
原
告
に
は
完
全
履
行
請
求
権
が
な
い
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
原

告
は
即
時
抗
告
し
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
高
等
裁
判
所
は
、
そ
の
抗
告
を
認
め
、
上
記
の
決
定
を
変
更
し
、
被
告
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
一
項
前
段
に

基
づ
く
完
全
履
行
請
求
権
を
拒
絶
で
き
な
い
と
し
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
高
等
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
の
特
定
物
売
買
に
お
い
て
、
目
的
物

以
外
の
給
付
は
、
売
主
の
義
務
の
範
囲
に
入
ら
な
い
た
め
、
代
物
給
付
に
よ
る
完
全
履
行
は
あ
り
え
な
い
こ
と
か
ら
、
種
類
物
債
務
と
特
定
物
債
務
の
区
別
は
重
要

で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
新
売
買
法
の
趣
旨
に
反
す
る
た
め
、
採
用
し
え
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
、
瑕
疵
の
な
い
給
付
義
務
（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
三
条
一
項
後
段
）、

そ
れ
に
つ
い
て
の
完
全
履
行
請
求
権
（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
一
項
）
を
立
法
に
よ
っ
て
導
入
し
た
こ
と
が
、瑕
疵
の
な
い
何
ら
か
の
物
を
給
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

売
主
は
買
主
の
利
益
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
給
付
義
務
の
不
能
が
生

じ
る
と
す
れ
ば
、
給
付
す
べ
き
瑕
疵
の
な
い
何
ら
か
の
物
を
、
売
主
が
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
の
裁
判
例
の
事
実
の
概
要
、
判

　
（
一
八
九
五
）
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断
を
紹
介
、
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
田
中
宏
治
・
前
掲
注
（
150
）
二
一
頁
以
下
。

（
153
）　

こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
文
献
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、H

. P. W
esterm

ann, a.a.O
. 

（F
n.126

）, §
439, R

n.11; T
hom

as A
ckerm

ann, 

D
ie N

acherfüllungspflicht des Stückverkäufers, JZ
, 2002, S.378, 379. 

を
参
照
。

（
154
）　

す
な
わ
ち
、
特
定
物
売
買
の
際
に
も
、
種
類
物
売
買
と
同
様
の
範
囲
に
お
い
て
修
補
請
求
が
行
使
さ
れ
う
る
と
す
る
こ
と
は
、
正
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
修
補
請
求
の
行
使
し
う
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
三
項
一
文
に
お
い
て
は
、
売
主
は
、
追
履
行
が
「
不

相
当
な
（unverhältnism

äß
ig

）
費
用
」
を
も
っ
て
し
て
の
み
可
能
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

制
限
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
四
八
〇
条
一
項
の
代
物
提
供
義
務
（E

rsatzlieferungspflicht

）
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
新
た
に
組
み
込
ま
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
関
係
性
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
、
修
補
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
目
的
物
の
欠
陥
を
除
去
す
る
こ
と
が
、
売

主
に
と
っ
て
可
能
で
あ
り
、
費
用
的
に
も
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
の
み
、
実
質
的
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
で
な
け
れ
ば
、

買
主
に
は
、
唯
一
の
選
択
肢
で
あ
る
賠
償
請
求
を
す
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
部
分
的
に
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
三
項
に
つ
い
て
の

修
補
費
用
は
一
定
の
範
囲
で
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
内
容
を
詳
細
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.71

）, S.533ff. 

な
お
、
こ
の
修

補
費
用
に
つ
い
て
は
、
目
的
物
の
価
値
の
一
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
瑕
疵
の
負
担
の
二
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。B

itter / M
eidt, N

acherfüllungsrecht und N
acherfüllungspflicht des V

erkäufers im
 neuen Schuldrecht, Z

IP, 2001, S.2114, 

2121; B
am

berger / R
oth 

（H
rsg.

）, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, 2003, 

§439, R
n.46. / F

aust.

　
　
　

た
だ
し
、
こ
の
見
解
は
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
三
項
が
、
売
主
の
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
極
度
額
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
よ
り
も
低

い
基
準
を
設
定
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
は
全
く
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
採
用
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点

を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、D

auner-L
ieb, a.a.O

.

（F
n.111

）, §
275, R

n.49; H
einrichs, a.a.O

.

（F
n.119

）, §
275, R

n.26.

　
　
　

旧
ド
イ
ツ
民
法
四
八
〇
条
一
項

　
　
　
「
種
類
の
み
で
定
ま
る
物
の
売
主
は
、
解
除
、
ま
た
は
減
額
に
代
え
て
、
瑕
疵
あ
る
物
の
代
わ
り
に
瑕
疵
の
な
い
物
の
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⋮
⋮
」

（
155
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.539ff; D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.50.

（
156
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.546; H
einrichs, a.a.O

.

（F
n.119

）, §
275, R

n.28.

（
157
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.50.

（
158
）　

A
ckerm

ann, a.a.O
.

（F
n.153

）, S.382f.

　
（
一
八
九
六
）
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（
159
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.561ff; H
einrichs, a.a.O

.

（F
n.119

）, §
275, R

n.28.
（
160
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.51.
（
161
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.561f.

（
162
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.561f. 

双
務
契
約
の
例
と
し
て
、フ
ー
バ
ー
は
、製
造
の
リ
ス
ク
が
帰
せ
ら
れ
る
請
負
契
約
の
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。
債
務
者
（
請
負
人
）

は
、
必
要
な
費
用
が
請
負
の
報
酬
を
越
え
る
場
合
に
も
、
製
造
の
リ
ス
ク
の
範
囲
に
お
い
て
、
予
期
し
え
な
い
障
害
の
克
服
に
つ
い
て
、
お
よ
び
過
失
の
な
い
製
造

品
の
欠
陥
の
修
復
に
つ
い
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
本
文
中
に
挙
げ
て
い
る
よ
う
な
調
達
リ
ス
ク
を
負
う
場
合
と
同
様
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
抗

弁
の
み
が
、
そ
の
限
界
を
画
す
る
と
い
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
仕
事
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
六
三
五
条
三
項
の
限
界
が
該
当
す
る
。
そ
の
際
、
必

要
な
考
量
に
は
、
過
失
が
欠
け
て
い
る
こ
と
も
機
能
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
従
来
の
旧
ド
イ
ツ
民
法
六
三
四
条
二
項
三
文
の
範
囲
に
お
け
る
考
量
に
お
い
て

機
能
し
て
い
た
と
い
う
。

（
163
）　

な
お
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
市
場
に
関
す
る
種
類
物
売
買
、
製
品
に
関
す
る
種
類
物
売
買
、
在
庫
品
に
関
す
る
種
類
物
売
買
な
ど
、
種
類
物
売
買
の
様
々

な
場
面
で
あ
る
。

（
164
）　

H
uber, a.a.O

.

（F
n.71

）, S.561f.

（
165
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.87.

（
166
）　

E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.87.

（
167
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.41. 
こ
の
よ
う
な
考
え
が
、
そ
の
他
の
文
献
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
リ
ー
プ
は
指
摘

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
給
付
義
務
の
限
界
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
の
二
項
の
意
味
に
お
け
る
債
務
関
係
の
内
容
に
よ
っ
て
の
み
画
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

（
168
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.499, 502. 

カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
暗
に
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
169
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.41.

（
170
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.41. 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
リ
ー
プ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
、
給
付
義
務

か
ら
の
解
放
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
要
素
と
し
て
、「
信
義
誠
実
の
要
請
」
や
、「
債
務
者
の
帰
責
性
の
有
無
」
よ
り
も
、
こ
の
「
債
務
関
係
の
内
容
」
が
強
調
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
の
み
か
ら
、
給
付
義
務
の
解
放
が
生
じ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
債
務
者
が
、
そ
の
限
り
で
ド
イ
ツ
民
法
二
七
六
条
に
お
い
て
も
決
定
的
で
あ
る

こ
と
と
な
る
「
債
務
関
係
の
内
容
」
に
基
づ
い
て
、
調
達
義
務
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
、
債
務
者
の
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
に
つ
き
課
さ
れ
る
厳

し
い
基
準
は
、
帰
責
性
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
さ
に
ド
イ
ツ
民
法
二
七
六
条
に
焦
点
を
合
わ
せ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文
に
よ
っ
て
、
少
な

　
（
一
八
九
七
）
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く
と
も
基
礎
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
給
付
が
市
場
取
引
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
な
行
為
（
と
り
わ
け
、
種
類
物
債
務
）

の
際
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
よ
る
解
放
は
、
典
型
的
な
調
達
障
害
の
克
服
の
み
が
問
題
と
な
る
限
り
で
は
、
原
則
的
に
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
ひ
る
が

え
っ
て
、調
達
義
務
の
際
に
は
、給
付
義
務
の
限
界
は
、「
債
務
関
係
の
内
容
」
か
ら
生
じ
う
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
債
務
者
の
調
達
義
務
の
引
受
け
に
つ
い
て
は
、

R
n.45.

　
　
　

ま
た
、
エ
ル
ン
ス
ト
も
、
こ
の
「
債
務
関
係
の
内
容
」
が
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
一
文
に
お
い
て
明
文
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
と

り
わ
け
債
務
関
係
の
内
容
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
契
約
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
債
務
関
係
の
場
合
に
、
特
別
な
意
義
を
有
し
て

い
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
ま
ず
は
債
務
者
自
身
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
努
力
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
な
り
、
債
務

者
が
、
給
付
約
束
に
よ
っ
て
同
時
に
一
定
の
費
用
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
の
費
用
は
、
債
権
者
の
利
益
と
比
較
す
れ
ば
、
実
際
に
は
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
え
な
く
な
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
債
務
者
自
身
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
費
用
ま
で
は
、
著
し
い
不
均
衡
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
最
初
か

ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
に
、
債
務
者
が
、
最
初
か
ら
確
実
に
一
定
の
費
用
を
引
き
受
け
え
た
の
で
あ
る
が
、
費
用
の
リ
ス
ク

を
も
引
き
受
け
え
た
の
で
あ
る
。
費
用
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
、
債
務
関
係
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
場
合
、
起
こ
り
う
る
債
権
者
側
の
給
付
利
益
と
の
不

均
衡
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
え
な
い
こ
と
と
な
り
、
債
務
者
は
引
き
受
け
ら
れ
た
リ
ス
ク
の
範
囲
に
お
い
て
上
昇
し
た
費
用
も
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な

る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
、
信
義
誠
実
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
あ
ま
り
必
要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
以
外
の
具
体
的
な
規
範

の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
た
だ
、
給
付
に
要
す
る
費
用
と
債
権
者
の
利
益
に
著
し
い
不
均
衡
が
存
在
す
る
と
い
う
状
況
が
、
債
権
者
を
介

し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
別
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、E

rnst, a.a.O
. 

（F
n.116

）, §
275, R

n.87f.

　
　
　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
費
用
の
リ
ス
ク
は
、
経
済
的
不
能
と
の
限
界
の
問
題
と
も
深
く
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
第
四
章

三
を
参
照
。

（
171
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.41.

（
172
）　

と
り
わ
け
、E

duard P
icker, Schuldrechtsreform

 und P
rivatautonom

ie, JZ
, 2003, S.1035ff. 

が
、
鋭
い
批
判
を
な
し
て
い
る
。
ピ
ッ
カ
ー
は
、
ド
イ
ツ
民

法
二
七
五
条
二
項
、
お
よ
び
三
一
三
条
に
基
づ
く
、
偶
然
に
生
じ
た
給
付
障
害
の
際
の
債
務
者
の
義
務
に
つ
い
て
、
新
債
務
法
の
規
定
は
、
契
約
に
よ
っ
て
選
択
さ

れ
た
自
律
的
な
危
険
の
配
分
を
排
除
し
て
い
る
と
い
う
。
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
規
定
は
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
給
付
障
害
の
際
に
も
、
債

務
者
に
過
剰
な
費
用
を
調
達
す
る
そ
の
克
服
の
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
当
事
者
の
意
思
お
よ
び
規
律
を
無
視
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
エ
ド

ゥ
ア
ル
ト
・
ピ
ッ
カ
ー
（
中
田
邦
博
訳
）「
債
務
法
改
正
、
差
別
禁
止
（
平
等
化
）
法
と
私
的
自
治
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
法
の
変
遷
」
川
角
由
和
・
中
田
邦
博
・
潮

　
（
一
八
九
八
）
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見
佳
男
・
松
岡
久
和
編
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
展
開
と
課
題
﹄（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
八
一
頁
以
下
（
初
出
は
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
。

（
173
）　

す
な
わ
ち
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
け
る
主
観
的
不
能
の
概
念
を
広
く
解
釈
す
る
か
つ
て
の
解
釈
へ
の
依
拠
、
お
よ
び
Ｋ
Ｅ
二
七
五
条
と
Ｄ
Ｅ
二
七

五
条
の
立
法
構
想
へ
の
回
帰
の
も
と
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、P

icker, a.a.O
.

（F
n.172

）, S.1035ff. 

ま
た
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
ド
イ
ツ
民
法

四
七
四
条
の
適
用
範
囲
外
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
が
任
意
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
い
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Jan W

ilhelm
, 

E
inrede des V

erkäufers gegen die L
eistungspflicht gem

äß
 
§
275 A

bs. 2, 
§
439 B

G
B

 bei nachträglichem
 V

erlust oder B
eschädigung der 

K
aufsache, D

B
 , 2004, S.1599, 1600.

（
174
）　

U
lrich H

uber, Z
ur A

uslegung des §
275 B

G
B

, in: F
estschrift für H

ans F
riedhelm

 G
aul zum

 70. G
eburtstag, 1997, S.217ff; P

icker, a.a.O
. 

（F
n.172

）, S.1035ff.; W
ilhelm

, a.a.O
.

（F
n.173

）, S.1599.

（
175
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.145

）, S.214ff. 

上
述
し
た
、
債
務
者
の
「
活
動
領
域
」
の
考
え
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
判
例
お
よ
び
支
配
的

な
学
説
は
、
単
な
る
給
付
障
害
を
、
客
観
的
不
能
と
同
列
に
お
い
た
の
で
は
な
く
、
主
観
的
不
能
を
個
別
の
債
務
の
際
に
も
ま
た
原
則
的
に
採
用
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
債
務
者
が
、
給
付
目
的
物
の
調
達
、
も
し
く
は
再
調
達
が
不
可
能
な
場
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
に
、
債
務
者
に
対
し
て
期
待
す
べ
き
費
用
に

つ
い
て
の
範
囲
、
と
り
わ
け
、
必
要
と
あ
れ
ば
第
三
者
に
対
し
て
な
す
べ
き
金
銭
の
支
払
い
に
つ
い
て
の
範
囲
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
ド
イ
ツ
民

法
二
七
五
条
二
項
は
、
今
と
な
っ
て
は
、
あ
る
程
度
明
確
な
基
本
的
な
評
価
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
基
準
点
と
し
て
の
規
定
が
、
債
務
者
の
負
担
で
は
な
く
、
も

っ
ぱ
ら
債
権
者
の
利
益
の
み
で
決
ま
り
、
そ
の
う
え
、
債
権
者
と
債
務
者
の
利
益
の
間
に
「
著
し
い
不
均
衡
」
を
要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債

務
者
へ
の
要
求
可
能
性
が
根
拠
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
厳
密
に
は
逆
に
、
債
権
者
の
履
行
の
要
求
の
濫
用
性
が
根
拠
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
現
物
履
行
（
特
定
履
行
）
請
求
の
効
果
は
、
強
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
特
定
物
売
買
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
義
務
の
結
果
の
相
対
性
を
強
調
さ
れ
る
。

売
主
は
、
譲
渡
、
引
渡
し
、
お
よ
び
そ
れ
が
瑕
疵
の
な
い
こ
と
を
も
た
ら
す
義
務
を
負
い
、
目
的
の
達
成
に
つ
い
て
の
努
力
の
み
を
負
う
わ
け
で
は
な
く
、
単
な
る

義
務
の
履
行
の
障
害
そ
れ
自
体
は
、
原
則
的
に
―
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
の
介
入
を
留
保
し
て
―
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
債
務
者
の
履
行
義
務
の
理
解
は
、

―
現
在
お
よ
び
従
来
の
―
ド
イ
ツ
民
法
四
三
三
条
一
項
一
文
の
文
言
が
い
う
と
こ
ろ
、
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
根
拠
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
す
で
に
、
契
約
お

よ
び
法
的
安
定
の
信
頼
性
に
基
づ
く
取
引
の
要
請
は
、
特
定
物
売
買
の
際
に
も
、
売
主
が
物
の
譲
渡
お
よ
び
引
渡
し
に
つ
い
て
の
必
要
な
注
意
を
も
っ
て
し
て
尽
力

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
売
主
に
原
則
的
に
譲
渡
お
よ
び
引
渡
し
の
招
来
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
満
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
障
害
は
、
特
定
物
売
買
の
際
に
も
、
通
例
は
売
主
の
「
活
動
領
域
」
に
由
来
し
て
お
り
、
売
主
は
こ
の
リ
ス
ク
を
、

少
な
く
と
も
抽
象
的
な
、
し
か
し
な
が
ら
稀
で
は
な
い
具
体
的
な
考
察
の
際
に
、
買
主
よ
り
も
は
る
か
に
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
こ
の

　
（
一
八
九
九
）
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こ
と
は
、
原
始
的
な
障
害
に
関
し
て
明
白
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
障
害
を
認
識
し
う
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
た
め
、
原
則
的
に
は
追
加
的
な
障
害
に
つ
い
て

も
妥
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
障
害
の
発
生
を
妨
げ
る
こ
と
は
、
購
入
物
の
取
扱
い
、
例
え
ば
そ
の
保
管
、
そ
の
移
送
等
々
を
判
断
す
る
売
主
は
、
買
主
よ
り
も
、
よ

り
早
く
可
能
で
あ
る
状
況
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
、
支
配
領
域
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

（
176
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.145

）, S.214ff.

（
177
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.145

）, S.216ff.

　
　
　

こ
の
よ
う
な
カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解
に
対
し
て
、
リ
ー
プ
は
、
売
主
に
、
売
買
目
的
物
に
瑕
疵
の
あ
る
事
例
に
お
い
て
は
、
過
失
に
左
右
さ
れ
修
補
費
用
を
提
供
さ

せ
る
が
、
例
え
ば
売
買
目
的
物
が
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
再
調
達
費
用
に
直
面
し
て
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
評
価
が
矛
盾
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、D

auner-L
ieb, a.a.O

.

（F
n.111

）, §
275, R

n.24.

（
178
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.145

）, S.216ff. 

カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
三
条
一
項
一
文
か
ら
の
現
物
履
行
義
務
は
、
四
三
三
条
一
項
二
文
か
ら
の
瑕
疵

の
な
い
給
付
を
す
る
義
務
よ
り
も
「
弱
く
」
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
瑕
疵
の
除
去
に
つ
い
て
の
保
証
法
上
の
義
務
に
対
す
る

重
大
な
崩
壊
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
保
証
法
と
の
比
較
は
、
一
般
給
付
障
害
法
の
処
理
つ
い
て
の
「
評
価
の
基
礎
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
　
　

な
お
、
リ
ー
プ
は
、
こ
の
背
景
に
は
、
立
法
者
が
、
後
発
的
で
除
去
が
可
能
な
給
付
障
害
の
場
合
に
は
、
引
渡
義
務
の
存
続
を
承
認
す
る
以
外
の
選
択
肢
を
ま
っ

た
く
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
債
務
者
が
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
帰
責
さ
れ
ず
と
も
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
は
左
右
さ
れ
な
い

こ
と
が
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、D

auner-L
ieb, a.a.O

.

（F
n.111

）, §
275, R

n.24.

を
参
照
。

（
179
）　

W
ilhelm

, a.a.O
.

（F
n.173

）, S.1604.

（
180
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.129.

（
181
）　

本
稿
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
と
関
連
す
る
範
囲
で
の
み
、
と
り
わ
け
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
と
い
う
両
事
例
の
棲
み
分
け
と
し
て
機
能

す
る
と
さ
れ
て
い
る
「
債
権
者
の
利
益
」
に
着
目
し
て
検
討
し
、
詳
細
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
的
不
能
の
議
論
に

つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
「
事
情
変
更
の
原
則
」
と
い
う
領
域
で
検
討
さ
れ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
事
情
変
更
の
原
則
」
の
法
理
に
つ
い

て
は
、
勝
本
博
士
に
よ
り
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
五
十
嵐
教
授
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
化
さ
れ
、
現
在
は
、
再
交
渉
義
務
と
い
っ
た
観
点
も
踏
ま
え
て
、
検
討
さ

れ
て
い
る
。
一
連
の
論
稿
に
つ
い
て
は
、
勝
本
正
晃
﹃
民
法
に
於
け
る
事
情
変
更
の
原
則
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
二
六
年
）。
小
町
谷
操
三
﹃
貨
幣
価
値
の
変
動
と
契
約
﹄（
有

斐
閣
、
一
九
二
五
年
）、
岩
田
新
﹃
経
済
事
情
の
変
動
と
債
権
の
効
力
﹄（
同
文
館
、
一
九
二
六
年
）、
五
十
嵐
清
﹃
契
約
と
事
情
変
更
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
︹
初

　
（
一
九
〇
〇
）
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出
一
九
六
一－

一
九
六
七
年
︺）、
同
「
事
情
変
更
の
原
則
と
不
当
利
得
―
ウ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
前
提
論
を
中
心
に
」
谷
口
知
平
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
﹃
不
当
利

得
・
事
務
管
理
の
研
究
㈢
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
八
七
頁
、
同
「
事
情
変
更
の
原
則
の
再
検
討
」
法
教
八
号
三
七
頁
（
一
九
七
五
年
）、
同
「
錯
誤
、
行
為
基
礎

の
喪
失
、
事
情
変
更
の
原
則
」
奥
田
昌
道
ほ
か
編
﹃
民
法
学
Ⅰ
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）
一
八
五
頁
、
同
「
契
約
と
事
情
変
更
」
谷
口
知
平
＝
五
十
嵐
清
編
﹃
新

版
注
釈
民
法
（
一
三
）
債
権
㈣
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
六
三
頁
等
、
久
保
宏
之
﹃
経
済
変
動
と
契
約
理
論
﹄（
成
文
堂
、
一
九
九
二
年
）。
再
交
渉
義
務
論
に
つ
い

て
は
、
山
本
顯
治
「
契
約
交
渉
関
係
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
私
的
自
治
の
再
生
に
向
け
て
㈠－

㈢
」
民
商
一
〇
〇
巻
二
号
二
二
頁
・
三
号
五
一
頁
・
五

号
八
八
頁
（
一
九
八
九
年
）、
同
「
再
交
渉
義
務
論
に
つ
い
て
㈠
―
交
渉
理
論
と
契
約
法
理
論
の
交
錯
」
法
政
研
究
六
三
巻
一
号
一
頁
。
内
田
貴
「
現
代
日
本
の
契

約
と
一
般
条
項
」﹃
契
約
の
時
代
―
日
本
社
会
と
契
約
法
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
三
頁
、
同
「
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
契
約
」
同
書
八
九
頁
、
石
川
博
康
「﹃
再

交
渉
義
務
﹄
論
の
構
造
と
そ
の
理
論
的
基
礎
㈠－

㈡
」
法
協
一
一
八
巻
二
号
四
八
頁
、
四
号
四
〇
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
等
。

（
182
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.66

）, S.X
III. 

す
な
わ
ち
、
客
観
的
お
よ
び
主
観
的
不
能
、
原
始
的
お
よ
び
後
発
的
不
能
、
責
め
に
帰
す
べ
き
お
よ
び
責
め
に
帰
す
べ
き
で
な

い
不
能
、
全
部
お
よ
び
一
部
不
能
と
い
っ
た
も
の
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
に
本
来
文
言
を
も
っ
て
し
て
入
れ
ら
れ

る
べ
き
一
時
的
不
能
は
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用
上
問
題
が
生
じ
、
実
質
的
な
意
義
に
つ
い
て
一
貫
し
な
い
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

（
183
）　

ま
た
、
原
始
的
不
能
と
後
発
的
不
能
と
の
区
別
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
三
〇
六
条
か
ら
三
〇
九
条
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、

新
た
に
ド
イ
ツ
民
法
三
一
一
ａ
条
一
項
に
お
い
て
、
債
務
者
が
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
に
よ
っ
て
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
な
給
付
障
害
が
契
約
締
結
時
に

既
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
契
約
の
有
効
性
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks 14 / 

6040, S.164ff.

（
184
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.501.

（
185
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.501. 

す
な
わ
ち
、
本
文
中
に
挙
げ
た
よ
う
な
局
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
を
も
っ
て
し
て
債
務
者
を
給
付
義
務
か
ら
解
放
す

る
の
か
と
い
う
、「
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（pacta sunt servanda

）」
の
原
則
の
限
界
に
つ
い
て
、
明
確
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
186
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.501.

（
187
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.501.

（
188
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.501.

（
189
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.X
II. 

な
お
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
き
、
本
稿
で
挙
げ
て
い
る
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
だ
け
で
は
な
く
、
三

項
も
同
様
に
問
題
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
一
九
〇
一
）
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（
190
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.X
II.

（
191
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.X
II.

（
192
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.X
II.

（
193
）　

ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
一
項

　
　
　
「
契
約
の
基
礎
と
さ
れ
る
諸
事
情
が
契
約
締
結
後
に
重
大
に
変
更
し
、
当
事
者
が
そ
の
変
更
を
予
見
し
て
い
た
ら
、
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
か
、
他
の
内
容
で
契

約
を
締
結
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
、
個
別
的
な
事
案
の
全
て
の
諸
事
情
、
特
に
契
約
上
ま
た
は
法
律
上
の
危
険
配
分
を
考
慮
し
て
当
事
者
の
一
方
に
変
更
さ
れ
な
い
契

約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
で
、
契
約
の
適
合
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
二
項

　
　
　
「
契
約
の
基
礎
と
さ
れ
る
本
質
的
な
観
念
が
誤
っ
た
も
の
と
判
明
し
た
と
き
、
そ
れ
は
諸
事
情
の
変
更
と
同
様
と
す
る
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
三
項

　
　
　
「
契
約
の
適
合
が
可
能
で
は
な
い
か
、
ま
た
は
契
約
当
事
者
の
一
方
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
不
利
益
を
被
る
当
事
者
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
継
続
的
な
債
務
関
係
に
つ
い
て
は
、
解
除
権
に
代
わ
り
、
解
約
権
が
認
め
ら
れ
る
。」

（
194
）　

C
anaris, a.a.O

.

（F
n.66

）, S.X
II. 

同
様
の
考
え
の
も
の
と
し
て
、E

rnst, a.a.O
.

（F
n.116

）, §
275, R

n.93. 

エ
ル
ン
ス
ト
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の

解
釈
に
お
い
て
、
費
用
は
、
債
務
者
が
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
反
対
給
付
の
価
値
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
、
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
と
い
う
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
と
り
わ
け
、
種
類
物
売
買
の
際
の
、
調
達
市
場
に
つ
い
て
の
価
格
の
高
騰
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
把
握
す
る
事
例
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
上
昇
し
て
い
る
価
格
水
準
と
と
も
に
、
債
権
者
の
給
付
利
益
も
ま
た
、
上
昇
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
費
用
と
債
権
者

利
益
は
、
い
わ
ば
「
平
行
に
」
上
昇
し
て
い
る
場
合
、
不
均
衡
は
生
じ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
過
度
の
価
格
上
昇
の
事
例
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
解
放
が
ふ
さ

わ
し
い
と
い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
範
囲
で
、
な
お
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
に
の
み
拠
り
ど
こ
ろ
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
195
）　

カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
示
し
た
上
で
、
経
済
的
不
能
や
、
調
達
不
可
能
、
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
す
る
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
事
実
的
不
能
の

把
握
し
て
い
る
領
域
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
来
の
通
説
的
な
見
解
と
の
調
和
に
お
い
て
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
領
域
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ

れ
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
優
先
的
に
契
約
の
調
整
（V

ertragsanpassung

）
の
可
能
性
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
事
実
的
不
能
の
際
に
法
律
効
果
と
し

て
認
め
ら
れ
る
、
給
付
請
求
に
対
し
て
の
抗
弁
と
い
う
よ
う
な
構
成
が
適
切
で
は
な
い
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
法
律
効
果
の
面
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。
な

お
、
上
述
の
よ
う
な
事
例
を
、
行
為
基
礎
の
領
域
と
し
て
把
握
す
る
か
、
は
た
ま
た
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
の
領
域
と
し
て
把
握
す
る
か
は
、
議
論
の
対
象
と
な
っ

　
（
一
九
〇
二
）
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て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、C

anaris, a.a.O
.

（F
n.67

）, S.501.
　
　
　

ま
た
、
フ
ー
バ
ー
も
、
ほ
ぼ
同
様
に
解
釈
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
が
、
判
例
に
お
い
て
旧
ド
イ
ツ
民
法
二
五
一
条
二
項

や
六
三
三
条
二
項
三
文
の
規
定
お
よ
び
信
義
誠
実
の
原
則
の
顧
慮
の
も
と
、「
一
般
的
な
法
思
想
」
を
打
ち
出
し
、
権
利
濫
用
の
法
理
を
持
ち
出
し
た
こ
と
を
立
法
に

お
い
て
考
慮
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
規
定
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
（
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
）
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
と
い
う
。
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
、
両
事
例
に
お
い
て
は
、「
要
求
不
可
能
性
」
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
完
全
に
異
な
る
意
味
に

お
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
は
、
債
権
者
に
金
銭
賠
償
す
る
こ
と
が
債
務
者
に
と
っ
て
比
較
的
明
白
で
あ
る
よ
う
な
事
例
に
お

い
て
の
、
現
物
履
行
の
「
要
求
不
可
能
性
」
が
問
題
と
な
る
。
賠
償
義
務
は
、
債
務
者
が
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
意
味
に
お
い
て
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
給
付
障
害
に
依
拠
す
る
場
合
に
は
、
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
四
項
）。
他
方
、
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
に
お
い
て
は
、

契
約
に
固
執
す
る
こ
と
の
「
要
求
不
可
能
性
」
が
問
題
と
な
る
。
行
為
基
礎
の
喪
失
に
依
拠
す
る
債
務
者
は
、
契
約
を
、
そ
れ
が
締
結
さ
れ
た
よ
う
に
履
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
ま
た
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

uber, a.a.O
.

（F
n.71

）, 

S.557f.

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条

　
　
　
「
債
務
者
は
、
取
引
の
慣
行
を
考
慮
し
、
信
義
お
よ
び
誠
実
が
求
め
る
よ
う
に
給
付
を
な
す
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。」

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
四
項

　
　
　
「
債
権
者
の
諸
権
利
は
、
二
八
〇
条
、
二
八
三
条
、
な
い
し
二
八
五
条
、
三
一
一
ａ
条
、
お
よ
び
三
二
六
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。」

（
196
）　

M
edicus, a.a.O

.

（F
n.111

）, R
n.370.

（
197
）　

M
edicus, a.a.O

.

（F
n.111

）, R
n.370.

（
198
）　

M
edicus, a.a.O

.

（F
n.111

）, R
n.370.

（
199
）　

M
edicus, a.a.O

.

（F
n.111

）, R
n.371.

（
200
）　

M
edicus, a.a.O

.

（F
n.111

）, R
n.371. 

な
お
、
予
見
可
能
で
あ
る
給
付
障
害
に
つ
い
て
の
前
提
の
も
と
の
例
で
あ
る
た
め
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
こ
の
指
輪
の
捜
索

に
つ
い
て
、
従
来
の
想
定
さ
れ
て
い
る
海
底
で
は
な
く
、
池
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
よ
り
実
際
に
即
し
た
例
と
し
て
、
橋
の
建
設
が
、
橋
柱

の
基
盤
の
設
置
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
債
務
者
に
と
っ
て
費
用
が
か
か
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
こ
と
が
仕
事
の
報
酬
に
も
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

（
201
）　

M
edicus, a.a.O

.

（F
n.111

）, R
n.371, 452. 

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
基
礎
の
喪
失
の
領
域
で
処
理
さ
れ
る
場
合
に
は
、
法
的
効
果
と
し
て
は
、
契
約
の
適
合

　
（
一
九
〇
三
）
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性
が
考
慮
さ
れ
る
た
め
、
完
全
に
債
務
者
が
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。

（
202
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.100.
（
203
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.100f.

（
204
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.101.

（
205
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.101. 

な
お
、
政
府
草
案
の
理
由
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks, 14 / 6040, S.130.

（
206
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.101.

（
207
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.101.

（
208
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.101.; M
edics, a.a.O

.

（F
n.111

）, R
n.369.

（
209
）　

V
olker E

m
m

erich, D
as R

echt der L
eistungsstörungen, 5.A

ufl., S.37ff.; M
edics, a.a.O

.

（F
n.111

）, R
n.369. 

例
と
し
て
、
エ
メ
リ
ッ
ヒ
は
、
海
底
か
ら

指
輪
を
探
し
出
す
こ
と
、
も
し
く
は
、
高
層
ビ
ル
の
下
か
ら
貨
幣
埋
蔵
物
を
掘
り
出
す
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

（
210
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.101. 

ま
た
、
リ
ー
プ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
三
項
に
お
け
る
期
待
不
可
能
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五

条
二
項
の
著
し
い
不
均
衡
の
事
例
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
う
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
三
項
と
三
一
三
条
と
の
区
別
は
、
現
在
の
議
論
の
状

況
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
全
体
を
、
行
為
基
礎
の
領
域
と
区
別
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
、
疑
わ
し
い
と
い
う
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
三
項
が
実
際
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
個
々
の
場
合
の
期
待
可
能
性
の
具
体
化
が
問
題
と
な
り
、
厳
し
い
基
準
が
設
定

さ
れ
う
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
同
項
に
お
け
る
給
付
拒
絶
権
も
、
極
端
な
事
例
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.104.

　
　
　

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
三
項

　
　
　
「
債
務
者
は
給
付
を
個
人
的
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
給
付
を
妨
げ
る
事
由
と
債
権
者
の
給
付
利
益
を
衡
量
し
て
給
付
が
期
待
さ
れ
え
な
い
と
き
、
給

付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
211
）　

そ
の
例
と
し
て
、H

. P. W
esterm

ann , a.a.O
.

（F
n.126

）, §
275, R

n.23.; Stadlar, a.a.O
.

（F
n.126

）, §
275, R

n.11.; E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, 

R
n.74ff.; H

einrichs, a.a.O
.

（F
n.119

）, §
275, R

n.27.

等
。

（
212
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n. 111

）, §
275, R

n.39. 

ま
た
、
同
様
に
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
と
三
一
三
条
の
精
緻
な
限
界
づ
け
に
つ
い
て
、
懐
疑
的
な
態

度
を
と
る
も
の
と
し
て
、H

orst E
idenm

üller, D
er spinnereiF

all: D
ie L

ehre von der G
eschäftsgrundlage nach der R

echtsprechung des 

　
（
一
九
〇
四
）
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R
eichsgerichts und im

 L
ichte der Schuldrechtsm

odernisierung, Jura, 2001, S.861, 867; H
ans Stoll, N

otizen zur N
euordnung des R

echts der 

L
eistungsstörungen, JZ

, 2001, S.589, 591; D
aniel Z

im
m

er, D
as neue R

echt der L
eistungsstörungen, N

JW
, 2002, S.1, 3f.; P

icker, a.a.O
.

（F
n.172

）, 

2003, S.1045; H
.P.W

esterm
ann, a.a.O

.

（F
n.126

）, §
275, R

n.21ff.; E
rnst, a.a.O

.

（F
n.116

）, §
275, R

n.19.

等
。

（
213
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.39. 

た
だ
し
、
リ
ー
プ
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
三
項
と
三
一
三
条
に
つ
い
て
は
別
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

（
214
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.130; C
anaris, a.a.O

.

（F
n.67

）, S.499, 501.

（
215
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.39.

（
216
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.111

）, §
275, R

n.39. 

さ
ら
に
は
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、E

rnst, a.a.O
. 

（F
n.116

）, §
275, R

n.20. 

エ
ル
ン
ス
ト
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
が
、
何
に
基
づ
い
て
、
費
用
と
利
益
に
限
り
比
較
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
り
著
し
い
不
均
衡
を
生
み
出
す
と
い

う
よ
う
な
事
例
に
限
ら
れ
る
か
は
、
立
法
者
の
構
想
に
由
来
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
立
法
者
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
把
握
さ
れ
て
い

な
い
、
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
に
基
づ
く
重
大
な
事
情
の
変
更
の
事
例
、
次
に
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
に
は

把
握
さ
れ
て
い
な
い
費
用
の
上
昇
の
事
例
、
最
後
に
、
両
規
定
に
把
握
さ
れ
て
い
る
事
例
が
存
在
す
る
と
い
う
。
そ
の
際
に
、
最
後
に
述
べ
た
よ
う
な
不
能
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
著
し
い
不
均
衡
が
、
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
重
大
な
事
情
の
変
更
に
同
様
に
該

当
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、
一
方
も
し
く
は
他
方
の
要
件
に
よ
る
強
制
的
な
修
正
に
よ
っ
て
は
回
避
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
両
規
定
の
競
合
の
回
避
に
は
努
め
う
る
も
の
の
、
実
際
に
は
確
定
し
え
な
い
と
い
う
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
民
法

三
一
三
条
二
項
に
関
す
る
給
付
義
務
の
原
始
的
排
除
の
関
係
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
い
う
。

（
217
）　

A
rnold, a.a.O

.

（F
n.115

）, S.137. 

な
お
、
批
判
的
な
も
の
と
し
て
は
、Stoll, a.a.O

.

（F
n.212

）, S.589ff.

（
218
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n. 115

）, S.101f. 

こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
二
文
に
お
い
て
、「
債
務
者
に
期
待
可
能
な
努
力
」
と
い
う
表
現
に
お
い

て
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
、
リ
ー
プ
は
い
う
。

（
219
）　

A
rnold, a.a.O

.

（F
n.115

）, S.137.

（
220
）　

D
auner-L

ieb, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.101f. 

な
お
、
債
務
者
の
固
有
の
利
益
も
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
こ
こ
で
の
経
済
的
不
能
と

の
限
界
づ
け
の
局
面
の
み
で
は
な
く
、
第
四
章
一
に
お
い
て
紹
介
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
一
連
の
判
決
に
お
け
る
見
解
に
お
い
て
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ド

イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
に
お
け
る
立
法
資
料
は
、
上
述
の
一
連
の
判
決
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
判
決
中
の
判
断
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
よ

　
（
一
九
〇
五
）
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う
な
債
務
者
の
固
有
の
利
益
（
事
案
の
総
合
的
な
勘
案
）
が
み
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
旨
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、F

inn, a.

a.O
.

（F
n.96

）, S.193f.
（
221
）　

B
T-D

rucks 14 / 6040, S.130. 

ま
た
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
と
三
一
三
条
の
限
界
づ
け
そ
れ
自
体
が
、
実
際
に
貫
徹
さ

れ
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
考
え
方
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、A

rnord, a.a.O
.

（F
n.115

）, S.136f.

（
222
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
2
を
参
照
。

（
223
）　
﹃
基
本
方
針
﹄
一
三
二
頁
。
ま
た
、詳
細
に
つ
い
て
は
、民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
﹃
詳
解 

債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅱ 

契
約
お
よ
び
債
権
一
般
（
一
）﹄

（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
一
九
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
224
）　

山
本
敬
三
・
前
掲
注
（
3
）
で
は
、
履
行
実
現
の
た
め
に
ど
の
程
度
の
費
用
や
労
力
を
費
や
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
の
合
意
か
ら
は
明
ら
か
に
な
ら

な
い
の
が
通
例
と
考
え
ら
れ
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
225
）　

吉
政
・
前
掲
注
（
9
）
八
八
頁
に
お
い
て
も
、
す
で
に
こ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
226
）　

近
時
の
契
約
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
脚
す
れ
ば
、
当
事
者
は
契
約
に
よ
っ
て
、
自
身
の
獲
得
し
う
る
利
益
、
お
よ
び
提
供
す
る
負
担
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

事
実
的
不
能
の
際
に
、
債
務
者
が
ど
こ
ま
で
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
基
準
を
、
当
事
者
の
合
意
や
、
そ
れ
に
よ
る
契
約
内
容
や
契
約
上
の
地
位
等
に

着
目
し
、
正
当
化
の
根
拠
を
契
約
に
求
め
て
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
も
と
、
効
率
性
の
基
準
を
も
っ
て
し
て
履
行

請
求
権
を
限
界
づ
け
る
こ
と
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
履
行
の
実
現
が
、
不
当
に
過
大
な
費
用
を
伴
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
履
行
請
求
権
を
否
定
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
伝
統
的
な
債
権
法
理
論
に
お
い
て
、
不
能
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
能
概
念
に

包
摂
し
て
し
ま
え
ば
、
当
事
者
の
権
利
義
務
関
係
自
体
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
、
こ
の
主
張
に
お
い
て
は
、
履
行
請
求
権
に
限
っ
て
こ
の
よ
う
な
効
率
性
の

基
準
を
導
入
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
議
論
に
は
、
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
社
会
通
念
上
の
不
能
」
に
つ
い
て
の
把
握
が
必
要
で

あ
る
と
い
え
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
窪
田
・
前
掲
注
（
4
）
一
一
一
頁
。
な
お
、
損
害
軽
減
義
務
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
彰
「
契
約
不
履
行
に
お
け
る
損
害
軽
減
義

務
―
損
害
賠
償
額
算
定
の
基
準
時
と
の
関
連
に
お
い
て
」
石
田
喜
久
夫
＝
西
原
道
雄
＝
高
木
多
喜
男
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
﹃
損
害
賠
償
法
の
課
題
と
展
望
﹄（
日
本

評
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
五
一
頁
以
下
、
内
田
貴
「
強
制
履
行
と
損
害
賠
償
―
﹃
損
害
軽
減
義
務
﹄
の
観
点
か
ら
」
曹
時
四
二
巻
一
〇
号
一
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）

前
掲
注
（
183
）
書
一
七
〇
頁
以
下
所
収
も
参
照
。

（
227
）　

債
権
法
改
正
の
議
論
に
関
し
て
い
え
ば
、基
本
方
針
の
具
体
的
提
案
を
み
る
か
ぎ
り
、履
行
が
請
求
で
き
な
い
場
合
、債
権
は
当
然
に
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
（
不

可
抗
力
に
よ
っ
て
履
行
が
請
求
で
き
な
い
場
合
も
同
様
で
あ
る
）。
基
本
方
針
に
よ
れ
ば
、
債
権
の
消
滅
（
契
約
の
場
合
に
は
、
契
約
か
ら
の
離
脱
）
は
、
解
除
の
意

　
（
一
九
〇
六
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け

�

一
五
一

同
志
社
法
学　

六
一
巻
六
号

思
と
い
う
債
権
者
の
形
式
的
意
思
表
示
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
追
完
請
求
権
（
基
本
方
針
︻
三
・
一
・
一
・
五
七
︼）
と
の
関
係
上
、
履
行
が
請
求
で

き
な
い
場
合
に
お
け
る
履
行
請
求
権
の
帰
趨
に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。

　
（
一
九
〇
七
）


