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Ⅰ
．
は
じ
め
に

１
．
問
題
の
所
在

　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
が
提
案
す
る
﹃
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
（
１
）﹄

に
端
を
発
し
て
、
債
権
法
改
正
に
向
け
て
の
議
論
が
本

格
化
し
て
い
る
の
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
契
約
責
任
に
関
す
る
提
案
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
理
論
か
ら
大
き
く
転
換

す
る
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
も
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
も
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
の
中
に
、
履
行
請
求
権
の
排
除
に
関
す
る
提
案
が
あ
る
。
基
本
方
針
は
、﹁
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
債
務
者
に
合
理
的
に
期
待
で
き

な
い
よ
う
な
場
合
﹂
に
は
、履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
提
案
す
る
（
基
本
方
針
︻
三
．
一
．
一
．
五
六
（
２
）︼）。

本
提
案
に
よ
れ
ば
、

履
行
請
求
権
の
排
除
は
、﹁
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
﹂
と
の
文
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
当
初
契
約
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
か
ら
正
当
化
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、当
事
者
が
当
初
契
約
に
お
け
る
合
意
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
の
履
行
義
務
を
引
き
受
け
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

履
行
請
求
権
の
排
除
が
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
３
）。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
方
針
は
、
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
く
契
約
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
規

範
に
よ
り
、
履
行
請
求
権
の
限
界
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
履
行
請
求
権
の
排
除
制
度
の
よ
う
な
契
約
責
任
の
例
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
事
情
変
更
制
度
に
つ
い
て
も
提
案
し

て
い
る
（︻
三
．
一
．
一
．
九
一
︼
以
下
）
（
４
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
履
行
請
求
権
の
排
除
に
関
し
て
は
、
当
初
契
約
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
の
問

題
で
あ
り
、
事
情
変
更
制
度
は
、
そ
の
問
題
に
解
消
し
え
な
い
場
合
に
初
め
て
発
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
そ
の
た
め
、
履
行

請
求
権
も
、
そ
の
よ
う
な
合
意
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
が
機
能
し
な
い
場
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
存
続
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い

る（
６
）。

　

契
約
責
任
制
度
に
お
い
て
、
原
則
と
例
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
両
制
度
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
把
握
す
る
事
案
に
お
い
て
は
、

一
一
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債
務
者
に
給
付
を
要
求
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
と
い
う
点
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
す

る
と
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
当
初
契
約
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
に
基
づ
く
債
務
者
の
な
す
べ
き
履
行
義
務
を
越
え
た
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ

う
る
の
か
、
ど
こ
か
ら
が
リ
ス
ク
配
分
の
機
能
し
な
い
局
面
と
な
る
の
か
、
と
い
う
両
制
度
の
関
係
性
の
問
題
が
生
じ
る
（
７
）。

こ
の
点
に
つ
い

て
、
基
本
方
針
の
解
説
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
履
行
請
求
権
の
排
除
の
判
断
に
際
し
て
は
、
債
務
者
の
履
行
に
要
す
る

費
用
と
債
権
者
が
契
約
に
よ
っ
て
確
保
す
る
利
益
と
の
比
較
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
﹁
事
実
上
の
不
能
﹂
論
を
採
用
し
、
債
務
者
の
履
行
に
要

す
る
費
用
と
債
務
者
の
受
け
取
る
反
対
給
付
と
の
比
較
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
﹁
経
済
的
不
能
﹂
論
を
採
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。
債
務
者
の

履
行
に
要
す
る
費
用
と
債
務
者
の
受
け
取
る
反
対
給
付
と
の
間
に
、
後
発
的
に
異
常
な
不
均
衡
が
生
じ
た
場
合
に
、
履
行
請
求
権
の
排
除
制

度
に
乗
ら
ず
と
も
、
例
外
的
に
債
務
者
を
救
済
す
る
も
の
が
事
情
変
更
制
度
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
８
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
は
な
お
残
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
判
断
構
造
に
よ
っ
て
、
明
確

な
棲
み
分
け
が
図
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
基
本
方
針
に
示
さ
れ
て
い
る
事
例
か
ら
は
、
明
確
に
棲
み
分
け
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
基
本
方
針
の
解
説
に
、
航
空
機
用
燃
料
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
に
原
油
価
格
が
高
騰
し
、
航
空
機

用
燃
料
の
調
達
が
困
難
を
極
め
て
い
る
と
い
う
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
９
）。

基
本
方
針
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
買
主

の
売
主
に
対
す
る
履
行
請
求
が
否
定
さ
れ
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る）
₁₀
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
例
は
、
履
行
請
求
権
の
排
除
制
度
の
守
備
範

囲
で
あ
り
、
履
行
請
求
権
が
排
除
さ
れ
る
か
否
か
は
、
契
約
に
お
け
る
リ
ス
ク
分
担
に
よ
る
こ
と
と
な
る）
₁₁
（

。
他
方
、
こ
の
事
例
と
は
別
に
、

航
空
機
用
燃
料
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
に
原
油
価
格
が
高
騰
し
、
航
空
機
燃
料
の
調
達
コ
ス
ト
が
極
め
て
高
く
な
っ
た
と
い
う
事
例

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）
₁₂
（

。
基
本
方
針
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
買
主
の
売
主
に
対
す
る
履
行
請
求
権
は
排
除
さ
れ
な
い
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る）
₁₃
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
例
は
、
価
格
の
高
騰
に
よ
っ
て
売
主
に
と
っ
て
の
履
行
の
コ
ス
ト
が
当
初
の
予
想
に
反
し
て
大

き
く
な
っ
て
も
、
契
約
履
行
に
よ
っ
て
買
主
が
得
る
利
益
も
同
様
に
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
当
然
に
は
リ
ス
ク
配
分
を
越
え
た
と
評
価
さ

一
一
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れ
る
こ
と
は
な
く
、
履
行
請
求
権
の
排
除
制
度
の
守
備
範
囲
で
は
な
い）
₁₄
（

。
ま
た
、
履
行
請
求
権
の
排
除
制
度
に
お
い
て
、﹁
経
済
的
不
能
﹂

論
を
採
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う）
₁₅
（

。
そ
う
す
る
と
、
改
正
提
案
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
面
が
ど
ち
ら
の
事
例
に
振
り
分
け
ら
れ
る
の

か
に
つ
い
て
の
態
度
は
、
明
確
で
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
改
正
提
案
が
、
上
述
の
よ
う
に
両
制
度
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の

基
本
方
針
の
解
説
に
お
け
る
両
事
例
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
両
制
度
の
棲
み
分
け
が
事
実
上
困
難
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。

２
．
分
析
の
視
角
お
よ
び
順
序

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
と
の
棲
み
分
け
に
関
す
る
議
論）
₁₆
（

を
参
照
し
、

生
じ
う
る
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
来
た
る
債
権
法
改
正
の
た
め
の
解
釈
の
足
掛
か
り
と
し
た
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
二
〇

〇
二
年
に
債
務
法
が
現
代
化
さ
れ
、
新
た
に
事
実
的
不
能
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（B

G
B

二
七
五
条
二
項）
₁₇
（

）。
他
方
、
経
済
的
不
能

に
関
し
て
は
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
行
為
基
礎
の
喪
失
の
理
論
に
関
す
る
規
定
（B

G
B

三
一
三
条
）
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
両
事
例
の
棲
み
分
け
に
関
し
て
は
、
多
く
の
懐
疑
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
と
類
似
の
状
況
に
あ
る
こ
の

よ
う
な
ド
イ
ツ
の
理
論
を
分
析
・
整
理
し
、
そ
こ
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
点
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ず
、
将
来
的
な

債
権
法
改
正
、
さ
ら
に
は
改
正
後
の
議
論
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

検
討
の
順
序
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
、
お
よ
び
経
済
的
不
能
に
関
し
て
、
立
法
理
由
に
お
い

て
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
が
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
理
論
に
よ
っ
て
両
者
の
棲
み
分
け
が
図
ら
れ
て
い
る
の
か
を
概

観
す
る
（
Ⅱ
）。
次
に
、
そ
の
立
法
理
由
に
採
用
さ
れ
て
い
る
理
論
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
論
を
も
っ
て
し

て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
中
心
に
検
討
し
、
整
理
・
分
析
す
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
検
討
し
た
結
果
か
ら
、
債
権
法
改
正
に
お
け
る

一
一
四
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上
述
の
問
題
点
に
関
し
て
、
今
後
の
課
題
と
展
望
を
示
す
こ
と
と
す
る
（
Ⅳ
））
₁₈
（

。

Ⅱ
．
ド
イ
ツ
債
務
法
の
立
法
理
由
に
よ
る
棲
み
分
け

１
．
事
実
的
不
能
の
規
定
内
容

　

ま
ず
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
規
定
に
つ
い
て
、
当
該
規
定
が
ど
の
よ
う
な
事
例
を
把
握
し
て
い
る
の
か
を
み
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う）
₁₉
（

。

　

債
務
法
現
代
化
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
たB

G
B

二
七
五
条
二
項
は
、
従
来
の
実
質
的
不
能
（praktische U

nm
öglichkeit

）、
事
実
的
不

能
（faktische U

nm
öglichkeit

）
の
事
例
を
把
握
す
る
と
さ
れ
て
い
る）
₂₀
（

。B
G

B

二
七
五
条
二
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

B
G

B

二
七
五
条
二
項

﹁
債
務
者
は
、
給
付
が
債
務
関
係
の
内
容
お
よ
び
信
義
誠
実
の
要
請
を
考
慮
し
て
債
権
者
の
給
付
利
益
と
著
し
い
不
均
衡
に
あ
る
費
用

を
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
で
、
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
に
期
待
す
べ
き
努
力
を
決
定
す
る
に
際
し
て
は
、
債
務
者

が
当
該
給
付
障
害
に
つ
き
責
め
を
負
う
か
否
か
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂

　

B
G

B

二
七
五
条
二
項
が
把
握
し
て
い
る
事
実
的
不
能
の
事
例
と
し
て
は
、
教
科
書
的
に
は
、
海
底
に
沈
ん
だ
指
輪
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
海
底
に
沈
ん
だ
指
輪
の
事
例
と
は
、
引
渡
債
務
を
負
っ
て
い
る
債
務
者
が
、
海
底
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
指
輪
を
引
き
上
げ
て
ま
で
、

履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
事
例
で
あ
る）
₂₁
（

。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、立
法
理
由
は
、

一
一
四
八
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B
G

B

二
七
五
条
二
項
は
、
債
務
者
が
給
付
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
ま
で
し
て
給
付
す
る

こ
と
が
理
性
的
な
債
権
者
に
は
期
待
さ
れ
え
な
い
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
を
把
握
し
て
い
る
と
い
う）
₂₂
（

。
ま
た
、B

G
B

二
七
五
条
二
項

に
お
い
て
、
債
務
者
が
﹁
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
権
利
濫
用
の
禁
止
の
思
想
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₂₃
（

。
す
な
わ
ち
、B

G
B

二
七
五
条
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
不
能
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
事
実
的
不
能
で
あ
る
と
の
評
価
に
あ
た
っ
て
判
断
の
指
標
と
な
る
の
は
、
契
約
に
よ
っ
て
債
権
者
が
獲
得
す
る
利
益
と
債
務
者
の
履

行
に
要
す
る
費
用
と
の
比
較
衡
量
で
あ
る
。
こ
の
比
較
衡
量
は
、
そ
の
給
付
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
債
務
関
係
の
内
容
、
お
よ
び
信
義
誠
実
の

要
請
に
て
ら
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
債
務
者
の
帰
責
性
も
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
的
不
能
に
該
当
す
る
か
否
か
が
決
さ
れ

る
こ
と
と
な
る）
₂₄
（

。

２
．
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
と
の
棲
み
分
け
が
問
題
視
さ
れ
る
状
況

　

他
方
、
債
務
法
現
代
化
に
よ
っ
て
、
従
来
判
例
・
学
説
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
（L

ehre von W
egfall der 

G
eschäftsgrundlage

）
に
関
す
る
規
定
も
新
設
さ
れ
て
い
る）
₂₅
（

。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

B
G

B

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
れ
ば
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
す
べ
て
の
諸
事
情
、
と
り
わ
け
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
か

一
一
四
九
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ぎ
り
で
、
契
約
の
適
合
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂

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
は
、
諸
事
情
の
変
更
と
同
様
で
あ
る
。﹂

三
項
﹁
契
約
の
適
合
が
可
能
で
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
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
。﹂

　

こ
のB

G
B

三
一
三
条
がB

G
B

二
七
五
条
二
項
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
、
経
済
的
不
能
（w

irtschaftliche U
nm

öglichkeit

）

の
事
例
で
あ
る
。

　

経
済
的
不
能
論
は
、
第
一
次
大
戦
に
よ
り
生
じ
た
社
会
的
・
経
済
的
混
乱
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
・
経
済
的
混
乱
が
生
じ

た
と
き
に
は
、
契
約
関
係
に
お
け
る
基
盤
を
揺
る
が
す
よ
う
な
状
況
が
生
じ
う
る
。
そ
の
場
合
に
、
契
約
当
事
者
は
依
然
と
し
て
従
来
の
契

約
内
容
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
否
か
、
も
し
拘
束
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
要
件
お
よ
び
効
果
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
法
律
構
成
と
し
て
、
ま
ず
主
張
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
の
経
済
的
不
能
論
で
あ
る
。
経
済
的
不
能
論
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う

な
経
済
的
不
能
と
い
え
る
状
況
は
、
給
付
の
実
現
自
体
は
可
能
で
あ
る
が
、
信
義
誠
実
の
原
則
上
、
そ
の
実
現
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
も
は

や
債
務
者
の
一
方
的
な
犠
牲
の
も
と
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
よ
う
な
重
大
な
困
難
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

経
済
的
不
能
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
旧B

G
B

二
七
五
条
に
把
握
さ
れ
て
い
た
事
実
的
不
能
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
不
能
の
一
類
型
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。

　

当
時
の
判
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
経
済
的
不
能
論
を
採
用
し
、
契
約
内
容
の
改
訂
お
よ
び
契
約
の
解
消
の
権
利
を
債
権
者
に
認
め
た
が
、

後
に
、
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
を
採
用
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
に
関
す
る
判
例
・
学
説
が
展
開
さ
れ
、

債
務
法
現
代
化
に
お
い
て
も
新
た
に
明
文
で
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）
₂₆
（

。
ま
た
、
こ
の
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
の
端
緒
と
な
っ
た
経
済
的

一
一
五
〇
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不
能
に
つ
い
て
は
、
新
規
定
で
あ
るB

G
B

三
一
三
条
の
類
型
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₂₇
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
経
済
的
不
能
が
把
握
し
て
い
る
事
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
や
、
世
界
大
戦
後
の
社
会
的
・
経
済

的
混
乱
な
ど
、
経
済
状
況
が
契
約
締
結
時
の
も
の
と
は
完
全
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
問
題
と

す
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
経
済
状
況
が
契
約
締
結
時
の
も
の
と
は
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
債
務
者
は
、
当
初
契
約
に
し
た
が

っ
て
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
内
容
か
ら
は
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
両
概
念
が
把
握
す
る
事
例
に
お
い
て
は
、
確
か
に
差
異
は
あ
る
も
の

の
、
給
付
に
要
す
る
費
用
お
よ
び
労
力
が
不
相
当
に
重
く
な
る
点
、
そ
の
負
担
を
債
務
者
に
引
き
受
け
さ
せ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て

は
、
共
通
す
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
理
論
を
も
っ
て
し
て
両
事
案
を
明
確
に
棲
み
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
る
。

３
．
立
法
理
由
に
よ
る
棲
み
分
け
の
理
論

　

そ
れ
で
は
、
立
法
理
由
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
理
論
を
も
っ
て
し
て
棲
み
分
け
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
債
務

法
現
代
化
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
カ
ナ
ー
リ
ス
（C

laus-W
ilhelm

 C
anaris

）
の
見
解
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

　

債
務
法
現
代
化
以
前
の
論
稿
に
お
い
て
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
債
務
法
現
代
化
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た

B
G

B

二
七
五
条
は
、
事
実
的
不
能
を
含
め
、
従
来
の
不
能
の
形
式
を
す
べ
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る）
₂₈
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
経
済
的
不
能
に

関
し
て
は
、
こ
のB

G
B

二
七
五
条
に
は
含
ま
れ
な
い）
₂₉
（

。B
G

B

二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
、
事
実
的
不
能
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の

は
、
事
実
的
不
能
の
事
例
と
経
済
的
不
能
の
事
例
と
の
間
に
明
確
な
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
と

一
一
五
一
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い
う
の
で
あ
る）
₃₀
（

。

　

続
け
て
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る）
₃₁
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
内

容
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
経
済
的
不
能
の
用
い
ら
れ
方
が
、
完
全
に
一
致
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、
経

済
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
給
付
に
要
す
る
債
務
者
の
費
用
、
負
担
な
ど
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
る
等
価
性
障
害
（Ä

quivalentzstörung

）

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
事
実
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
の
利
益
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
両
事
例
は
そ
の
点
に
お
い
て

異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
₃₂
（

。

　

ま
た
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
、
債
務
法
現
代
化
以
後
の
論
稿
に
お
い
て
は
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不

能
の
棲
み
分
け
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
は
、
不
能
の
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
に
な

る
）
₃₃
（

。
そ
の
整
理
に
際
し
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
枠
組
み
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
﹁
債
権
者
の
利
益
﹂
が
指
標
と
な
る
と
い
う

の
で
あ
る）
₃₄
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
債
権
者
の
利
益
が
指
標
と
し
て
機
能
す
る
か
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
具
体
例
を
挙
げ
て
示

す
こ
と
を
試
み
る
。
た
と
え
ば
、
沈
没
船
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
、
債
務
者
が
引
き
渡
す
際
に
三
〇
倍
の
費
用
を
要
す
る
場
合
、
債
務
者
に

と
っ
て
の
費
用
は
三
〇
に
達
す
る
一
方
、
債
権
者
の
利
益
は
、
積
荷
の
市
場
価
値
は
変
動
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
一
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
例
は
、
債
権
者
の
利
益
が
不
変
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
実
的
不
能
の
事
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
積
荷
自
体
の
取
引
価
格
が
高
騰
し
、
債
務
者
が
引
き
渡
す
際
に
三
〇
倍
の
費
用
を
要
す

る
場
合
、
債
務
者
に
と
っ
て
の
費
用
は
三
〇
に
達
す
る
が
、
債
権
者
の
利
益
も
、
積
荷
の
市
場
価
値
が
変
動
し
た
た
め
、
三
〇
に
達
す
る
こ

と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
債
権
者
の
利
益
は
変
化
し
た
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
経
済
的
不
能
の
事
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
結
果
、B

G
B

三
一
三
条
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
る）
₃₅
（

。

一
一
五
二
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以
上
の
内
容
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
の
理
論
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
事
実
的
不
能
と
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
と
は
、
債
務
者
の
負
担
が
、
債
務
者
の
犠
牲
限
度
を
越
え
て
い
る
た
め
、
要
求
さ
れ
え
な
い
と
い
う
、
等
価
性
障
害
の
事
例
に

存
在
す
る
。
そ
の
う
え
で
、両
事
例
の
棲
み
分
け
を
い
か
に
図
る
か
に
つ
い
て
は
、BG

B

二
七
五
条
二
項
の
文
言
で
あ
る
﹁
債
権
者
の
利
益
﹂

が
指
標
と
な
り
、
そ
の
﹁
債
権
者
の
利
益
﹂
が
変
化
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅲ
．
批
判
的
見
解
の
分
析

１
．
棲
み
分
け
の
指
標
に
対
す
る
疑
問

（
１
）　

ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
の
見
解

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
る
債
権
者
の
利
益
を
指
標
と
す
る
棲
み
分
け
の
理
論
枠
組
み
に
対
し
て
は
、
懐
疑
的
、

批
判
的
な
見
解
が
多
数
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
の
中
心
と
も
い
え
る
の
が
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
（B

arbara D
auner-L

ieb

）
で
あ
る
。
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
は
、
債
務
法
の
現
代

化
に
批
判
的
な
態
度
を
と
り
続
け
た
一
人
で
あ
り
、
上
述
の
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
る
棲
み
分
け
の
理
論
に
対
し
て
も
、
自
身
の
論
稿
に
お
い
て

批
判
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
提
示
し
た
理
論
枠
組
み
に
関
し
て
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
が
ど
の
よ
う
な
理

論
を
も
っ
て
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
提
示
す
る
棲
み
分
け
の
理
論
に
対
し
て
、B

G
B

二
七
五
条
の
立
法
構
想
そ
れ
自
体
か

一
一
五
三
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ら
批
判
を
加
え
て
い
る
。
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。B

G
B

二
七
五
条
の
意
義
は
、
法
政
策
的
に
は
好
ま
し
い
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
意
義
が
実
際
に
貫
徹
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
で
あ
る）
₃₆
（

。
そ
の
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
が
生
じ
る
原
因
は
、
立
法
者
に
よ
るB

G
B

二
七
五
条
の
規
定
の
構
想
が
、
そ
の
文
言
に
お
い
て
明
示
的
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

あ
る）
₃₇
（

。
そ
も
そ
も
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
把
握
さ
れ
て
い
る
事
実
的
不
能
の
事
例
が
、
不
能
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
構
想
は
、
全
く
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る）
₃₈
（

。
実
際
に
、
規
定
に
お
い
て
﹁
不
能
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
も
の
は
、B

G
B

二
七
五
条
一
項
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、B
G

B

二
七
五
条
に
お
い
て
は
、﹁
給
付
義
務
の
排
除
﹂
と
い
う
見
出
し
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
事
実
的
不
能
の
事
例
が
、
不
能
の
一
類
型
と
し
て
把
握

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
不
能
が
﹁
給
付
義
務
の
排
除
﹂
に
お
け
る
規
範
の
中
心
的
な
構
想
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
を
導
く
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
う）
₃₉
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
立
法
理
由
に
お
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
は
、
従
来
の
不
能
以
上
に
﹁
給
付
義
務
の
排
除
﹂
に
よ
る
債

務
者
の
解
放
の
要
件
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₄₀
（

。
し
か
し
な
が
ら
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な

問
題
を
意
識
せ
ず
、
い
わ
ゆ
る
事
実
的
不
能
と
い
う
極
端
な
事
例
が
問
題
と
な
る
（
の
み
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
が
、
明
示
的
に
表
現
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る）
₄₁
（

。

　

ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
実
的
不
能
の
よ
う
な
極
端
な
事
例
に
つ
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
よ
う
に
、

詳
細
に
そ
の
判
断
の
考
慮
要
素
を
定
式
化
す
る
必
要
は
な
い）
₄₂
（

。
そ
も
そ
も
、
事
実
的
不
能
の
よ
う
な
極
端
な
事
例
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
、
万
人
に
と
っ
て
と
う
て
い
克
服
し
え
な
い
よ
う
な
著
し
い
困
難
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
理
性
あ
る
者
で
あ
れ
ば
給
付
の
提
供
を
試
み
な
い
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る）
₄₃
（

。
こ
の
思
想
に

よ
れ
ば
、
事
実
的
不
能
の
よ
う
な
極
端
な
事
例
に
お
い
て
は
、
債
権
者
の
利
益
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
給
付
を
す
る
立
場
に
あ
る
債
務
者

に
つ
い
て
も
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
思
想
は
、
従
来
、
そ
し
て
今
後
もB

G
B

二
七
五
条
に
把
握
さ

一
一
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れ
る
こ
と
の
な
い
経
済
的
不
能
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
論
証
の
要
素
と
し
て
有
益
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る）
₄₄
（

。
し
た
が
っ
て
、
著
し

い
給
付
困
難
の
事
例
に
つ
い
て
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
よ
う
に
詳
細
に
考
慮
要
素
を
定
式
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
各
不
能
の
事
例
に

お
け
る
要
件
を
厳
密
化
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
問
題
の
軽
視
で
あ
る）
₄₅
（

。
む
し
ろ
、
本
来
な
ら
ばB

G
B

三
一
三

条
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
事
例
が
、BG

B

二
七
五
条
二
項
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
関
門
と
し
て
、

誤
解
さ
れ
う
る
と
い
う
危
険
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う）
₄₆
（

。

　

そ
の
う
え
で
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
は
、
立
法
理
由
が
債
権
者
の
利
益
を
中
心
的
な
棲
み
分
け
の
指
標
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、
次
の
よ
う

に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
理
由
の
よ
う
にB

G
B

二
七
五
条
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
こ
と
と
、
債
権
者
の
利
益
が
両
事
例
の
棲
み
分

け
の
指
標
と
な
る
た
め
、
両
事
例
の
境
界
上
の
問
題
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
し
て
い
る）
₄₇
（

。
確
か
に
、
立
法
理
由
の
よ
う
に
両
事

例
を
把
握
し
、
債
権
者
の
利
益
を
棲
み
分
け
の
指
標
と
す
る
考
え
方
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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
考
慮
し
な
い
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る）
₄₈
（

。
な
ぜ
な

ら
、
そ
の
内
容
が
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
二
文
に
あ
る
﹁
債
務
者
に
期
待
可
能
な
努
力
﹂
と
い
う
文
言
に
も
示
唆
さ
れ
て
お
り
、B

G
B

二

七
五
条
三
項
に
お
い
て
も
、
給
付
拒
絶
を
認
め
る
際
に
は
、
債
務
者
の
個
人
的
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
い
る）
₄₉
（

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
債
務
者
に
関
す
る
事
情
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
観
点
の
も
と
で
の
み
な
ら
ず
、B

G
B

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）
₅₀
（

。
そ
の
結
果
、B

G
B

二
七
五
条
とB

G
B

三
一
三
条
と
の
棲
み
分
け
が

完
全
に
曖
昧
と
な
る
事
態
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る）
₅₁
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
は
、
立
法
理
由
に
よ
る
両
事
例
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
法
律
上
の
規
定
が
競

合
す
る
と
い
う
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
に
は
努
め
う
る
も
の
の
、
実
際
に
は
明
確
に
確
定
さ
れ
え
な
い
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る）
₅₂
（

。

一
一
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ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
見
解

　

ま
た
、ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
（Jan W

ilhelm

）
も
、早
い
時
期
か
ら
両
事
案
の
棲
み
分
け
の
指
標
に
対
し
て
批
判
を
加
え
て
い
た
一
人
で
あ
る
。

　

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
も
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
は
、B

G
B

三
一
三
条
と
は
完
全
に
棲
み
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
断
言
す
る）
₅₃
（

。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
債
権
者
の
利
益
が
棲
み
分
け
の
指
標
と
な
る
こ
と
を
提
示
し
た
う
え
で
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
に
お
け

る
そ
れ
ぞ
れ
の
不
均
衡
に
関
す
る
基
準
を
対
比
す
る
こ
と
を
試
み
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
は
債
権
者
に
関
し
て
、B

G
B

三
一
三

条
に
お
い
て
は
債
務
者
に
関
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た）
₅₄
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
る
要
求
不
可

能
性
に
関
す
る
両
事
例
の
考
察
は
、
当
事
者
双
方
が
債
務
関
係
と
い
う
結
合
関
係
に
あ
る
こ
と
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
り
、
も
は
や
考
え
ら

れ
え
な
い
も
の
と
な
る
と
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
激
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る）
₅₅
（

。

　

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
に
よ
れ
ば
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
一
文
に
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
る
上
述
の
よ
う
な
対
比
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
従
来
の
経
済
的
、
道
徳
的
不
能
、
も
し
く
は
金
銭
的
に
工
面
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
事
例
は
、
債
務
者
特
有
の
利

益
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、B

G
B

三
一
三
条
に
属
す
る
。
対
照
的
に
、
従
来
の
事
実
的
、
実
質
的
不
能
の
事
例
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項

一
文
に
属
す
る
と
い
う
対
比
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
経
済
的
不
能
は
、
事
実
的
不
能
も
し
く
は
実
質
的
不
能
の
事
例
で
は
な
い

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
事
実
的
不
能
も
し
く
は
実
質
的
不
能
はB

G
B

二
七
五
条
二
項
一
文
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

えB
G

B

二
七
五
条
一
項
が
把
握
す
る
事
例
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
理
由
に
よ
れ
ば
、B

G
B

二
七

五
条
一
項
は
、﹁―

真
性
の―

不
能
の
み
を
把
握
し
て
お
り
、
事
実
的
不
能
は
把
握
し
て
い
な
い
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、B

G
B

二

七
五
条
二
項
は
、﹁
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
利
益
の
考
慮
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
は
、B

G
B

二
七
五
条
一
項
一
文
（
二
項

一
文
）と
の
棲
み
分
け
、お
よ
びB

G
B

三
一
三
条
と
の
棲
み
分
け
に
お
い
て
直
接
に
決
定
的
な
も
の
と
な
り
う
る
。
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、

行
為
基
礎
の
喪
失
も
、
不
能
も
存
在
し
な
い
﹂
と
さ
れ
て
い
る）
₅₆
（

。
こ
れ
ら
の
内
容
が
、
債
務
者
の
利
益
の
考
慮
に
つ
い
て
、
立
法
理
由
自
身

一
一
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が
示
すB

G
B

三
一
三
条
が
妥
当
す
る
と
い
う
内
容
と
矛
盾
し
て
い
る
と
批
判
す
る）
₅₇
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
棲
み
分
け
に
際
し
て
は
、
両
事
例
の
債
務
法
へ
の
組
み
込
み
の
問
題
、
両
事

例
が
処
理
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
一
般
条
項
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
両
規
定
の
全
く
異
な
る
法
律
効
果
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
指
摘
す
る）
₅₈
（

。

２
．
具
体
的
な
棲
み
分
け
の
理
論
構
造

　

ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
や
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
よ
う
な
批
判
的
な
見
解
に
端
を
発
し
て
、
今
や
、
多
く
の
学
者
が
﹁
債
権
者
の
利
益
﹂
を
指
標

と
す
る
棲
み
分
け
の
理
論
に
批
判
的
な
見
解
を
示
す
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
批
判
的
な
見
解
は
、
ど
の
よ
う
な
理
論
を
も
っ
て

し
て
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
１
）　

ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
の
見
解

　

ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
は
、
債
権
者
の
利
益
を
棲
み
分
け
の
指
標
と
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
態
度
を
と
る
に
あ
た
っ
て
、
債
務
者
の
固
有
の

利
益
の
考
慮
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。
彼
は
、
両
事
例
の
判
断
の
際
に
は
、
こ
の
債
務
者
の
固
有
の
利
益
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
把
握
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
よ
う
に
、
事
実
的
不
能
の
判
断
の
際
に
、
債
務
者
の
利
益
を
考
慮
し
な
い
こ
と
に
は
無
理
が
あ

り
、
そ
の
結
果
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
とB

G
B

三
一
三
条
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
明
確
に
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

債
務
者
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
債
務
者
が
給
付
を
提
供
す
る
に
あ
た
っ
て
ど
れ
だ
け
の
費
用
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
決
定
的
と
な
る）
₅₉
（

。
そ
の
費
用
が
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
お
い
て
、
ま
さ
に
債
権
者
の
利
益
に
対
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る

一
一
五
七
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と
す
れ
ば
、
事
実
的
不
能
の
判
断
の
際
に
は
、
個
々
の
事
例
に
お
け
る
事
情
と
い
う
も
の
を
す
べ
て
勘
案
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
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
考
え
ら
れ
る）
₆₀
（

。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
の
利
益

と
い
う
事
情
は
、B

G
B

三
一
三
条
に
基
づ
く
行
為
基
礎
の
喪
失
の
観
点
の
も
と
の
み
な
ら
ず
、B

G
B

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
考
え
ら
れ
る
と
い
う）
₆₁
（

。

　

そ
の
う
え
で
、
事
例
が
、B

G
B

二
七
五
条
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
か
、
も
し
く
はB

G
B

三
一
三
条
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
か

に
つ
い
て
は
、﹁
犠
牲
限
度
（O

pfergrenze

）﹂
の
具
体
的
な
規
定
ほ
ど
は
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
な
考
量
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
限
り
で
、
従
来
の
よ
う
に
、
個
々
の
事
例
の
す
べ
て
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う）
₆₂
（

。
そ
し
て
、
各
規
定
の
解
釈
の
基
準
と

し
て
と
ど
め
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
、﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
の
緩
和
が
意
図
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て

い
る）
₆₃
（

。

（
２
）　

ア
ー
ノ
ル
ド
の
見
解

　

ま
た
、
ア
ー
ノ
ル
ド
（A

rnd A
rnold

）
も
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
と
同
様
に
、
債
務
者
の
利
益
を
把
握
し
な
い
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

と
す
る
。
た
だ
し
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
と
は
異
な
る
点
と
し
て
、
債
務
者
の
利
益
の
把
握
に
関
し
て
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
立
法
理
由
の

指
標
と
す
る
債
権
者
の
利
益
に
間
接
的
に
読
み
込
む
こ
と
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
行
為
基
礎
の
喪
失
と
そ
の
他
の
法
制
度
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
、
常
に
棲
み
分
け
る
こ
と

が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
境
界
の
問
題
は
、
不
能
と
の
関
係
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
給
付
障
害
法
に
お
け
る
法
律
上
の
リ
ス
ク
配
分
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
給
付
障
害
法
に
お
い
て
は
、
法
律
上
の
リ
ス
ク

配
分
が
所
与
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
、
不
能
の
際
に
は
、B

G
B

二
七
五
条
に
基
づ
い
て
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ

一
一
五
八
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れ
る
が
、
債
権
者
が
当
該
不
能
に
つ
き
責
め
に
帰
す
べ
き
で
な
い
か
ぎ
り
、B

G
B

三
二
六
条
一
項
に
基
づ
い
て
反
対
給
付
請
求
権
を
失
う

こ
と
と
な
る
。
他
方
で
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
事
例
を
把
握
し
て
い
るB

G
B

三
一
三
条
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
よ
う
な
リ
ス
ク
配
分
、
も
し

く
は
契
約
上
の
リ
ス
ク
配
分
と
い
っ
た
す
べ
て
の
状
況
の
考
慮
の
も
と
、
変
更
の
な
い
契
約
に
拘
束
す
る
こ
と
が
一
方
当
事
者
に
と
っ
て
要

求
し
え
な
い
よ
う
な
場
合
に
か
ぎ
り
、
契
約
の
適
合
（A

npassung

）
を
請
求
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
法
律
上

の
リ
ス
ク
配
分
は
、B

G
B

三
一
三
条
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
回
避
さ
れ
え
な
い）
₆₄
（

。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
立
法
理
由
に
お
い
て
は
、

従
来
の
通
説）
₆₅
（

ど
お
り
、B

G
B

三
一
三
条
に
対
し
てB

G
B

二
七
五
条
が
優
位
す
る
と
さ
れ
て
お
り）
₆₆
（

、
説
得
力
が
あ
る
と
い
え
る）
₆₇
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
、
事
実
的
不
能
の
事
例
を
把
握
し
て
い
るB

G
B

二
七
五
条
二
項
と
の
明

確
な
棲
み
分
け
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
₆₈
（

。B
G

B

二
七
五
条
二
項
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
注
意
深
く
読
め
ば
、
給
付
困
難
に

よ
る
債
務
者
の
利
益
の
喪
失
も
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
日
ま
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
行
為
基
礎
の
喪
失
の

領
域
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
事
例
も
直
接
に
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
な
く
も
な
い）
₆₉
（

。
と
こ
ろ
が
、
立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
、

B
G

B

二
七
五
条
二
項
は
、
い
わ
ゆ
る
事
実
的
不
能
を
把
握
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
経
済
的
不
能
を
把
握
し
て
は
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る）
₇₀
（

。

ま
た
、
給
付
に
必
要
な
費
用
は
債
権
者
の
利
益
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
経
済
的
不
能
の
場
合
に
重
要
で
あ
る
債

務
者
の
利
益
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
規
定
の
文
言
か
ら
明
ら
か
で
あ
る）
₇₁
（

。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
経
済
的
不
能
は
、

従
来
の
通
説
ど
お
り
、
も
っ
ぱ
ら
行
為
基
礎
の
喪
失
の
領
域
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₇₂
（

。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ

う
な
限
界
づ
け
が
実
際
に
貫
徹
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る）
₇₃
（

。

　

具
体
的
に
ア
ー
ノ
ル
ド
が
疑
問
を
呈
す
る
の
は
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
と
同
様
に
、
債
務
者
の
利
益
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

B
G

B

二
七
五
条
二
項
の
場
合
に
債
務
者
の
利
益
が
何
ら
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
と
の
主
張
は
、
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
債
務
者
の
利

益
に
関
し
て
は
、
通
常
、
給
付
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
の
費
用
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
一
五
九
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そ
の
う
え
で
、
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
給
付
の
際
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
が
債
権
者
の
利
益
に
対
し
て
直
接
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
よ
り
も
具
体
的
に
、
債
権
者
の
利
益
に
、
間
接
的
に
債
務
者
の
利
益
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
提
示
す
る）
₇₄
（

。

　

さ
ら
に
、
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、B

G
B

二
七
五
条
三
項
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、B

G
B

二
七
五
条
とB

G
B

三
一
三
条
の
境
界
を
把
握

し
よ
う
と
す
る
。
ア
ー
ノ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、B

G
B

二
七
五
条
三
項
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、B

G
B

二
七
五
条
とB

G
B

三
一
三
条
の
境
界
は
、

完
全
に
不
明
確
な
も
の
と
な
る）
₇₅
（

。B
G

B

二
七
五
条
三
項
に
よ
れ
ば
、債
務
者
は
、給
付
が
債
務
者
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

債
務
者
自
身
の
給
付
を
妨
げ
る
障
害
と
債
権
者
の
利
益
を
考
量
し
て
要
求
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
立
法
理
由
は
、
債
務
者
の
個
人
的
な
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
、
自
身
の
子
供
が
生
命
に

関
わ
る
病
気
に
な
っ
た
た
め
出
演
を
拒
絶
し
た
女
性
歌
手
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る）
₇₆
（

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、B

G
B

三
一
三
条
と
の
境
界
の
曖

昧
さ
が
決
定
的
な
も
の
と
な
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
両
規
定
の
境
界
に
つ
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
とB

G
B

三

一
三
条
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
よ
り
も
、
む
し
ろ
﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（pacta sunt servanda

）﹂

と
い
う
原
則
か
ら
は
も
は
や
妥
当
し
な
い
よ
う
な
﹁
犠
牲
限
度
﹂
の
特
定
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
拠
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
う
る
と
結
論
づ
け

て
い
る）
₇₇
（

。

（
３
）　

ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
の
見
解

　

ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
（H

orst E
idenm

üller

）
は
、BG

B

二
七
五
条
とB

G
B

三
一
三
条
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
う
え
で
、

両
事
例
の
明
確
な
棲
み
分
け
は
、
今
後
の
判
例
の
展
開
に
委
ね
ら
れ
る
と
す
る）
₇₈
（

。
彼
の
見
解
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝

リ
ー
プ
や
ア
ー
ノ
ル
ド
が
主
と
し
て
批
判
し
て
い
た
立
法
理
由
に
よ
る
棲
み
分
け
の
指
標
で
あ
る
債
権
者
の
利
益
か
ら
展
開
し
、
そ
の
意
図

一
一
六
〇
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を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
般
的
な
両
事
例
の
理
論
上
の
棲
み
分
け
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
債
務
法
現
代
化
に
よ
っ
て
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
の
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
す

る
。
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
立
法
者
は
、
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
を
規
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
新
規

定
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
従
来
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
を
﹁
重
要
な
意

義
が
あ
る
た
め
、
民
法
典
に
根
づ
か
せ
る）
₇₉
（

﹂
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
ま
た
、
民
法
上
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
え
る
行

為
基
礎
の
喪
失
の
理
論
が
、
債
務
法
の
現
代
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
た
と
す
れ
ば
、
全
給
付
障
害
法
の
改
正
の
試
み
は
、
立

法
者
に
と
っ
て
不
完
全
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る）
₈₀
（

。
こ
れ
ら
の
考
慮
に
よ
っ
て
、
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
を
規
定
化
す
る
と
い
う
試
み
が

正
当
化
さ
れ
う
る）
₈₁
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
が
法
適
用
の
対
象
に
ま
で
価
値
が
高
め
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
考
慮

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
指
摘
す
る）
₈₂
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
提
示
さ
れ
て
い
る
規
定
が
、
行
為
基
礎
障
害
の
要

件
お
よ
び
（
も
し
く
は
）
法
的
効
果
を
顧
慮
し
て
、
実
際
に
は
制
御
さ
れ
て
い
な
い
正
当
性
の
考
慮
に
つ
い
て
の
関
門
を
提
供
す
る
こ
と
を

保
障
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う）
₈₃
（

。

　

次
に
、
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
に
関
す
る
規
定
で
あ
るB

G
B

三
一
三
条
が
、
給
付
義
務
の
消
滅
に
関
す
る
規
定
で
あ
るB

G
B

二
七
五

条
と
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
棲
み
分
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
こ
の
棲
み
分
け
の
問
題
が
、
現
行
法

の
も
と
で
も
将
来
的
に
問
題
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、B

G
B

二
七
五
条
の
規
定
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る）
₈₄
（

。
す
な
わ
ち
、
立
法

理
由
に
お
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
一
項
は
、
債
務
者
の
帰
責
性
（V

ertretenm
üssen

）
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
債
務
者
の
給
付
義

務
が
法
上
当
然
に
消
滅
す
る
こ
と
か
ら
、B

G
B

三
一
三
条
の
干
渉
の
余
地
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
₈₅
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
給
付
義
務
の

消
滅
を
規
定
す
るB

G
B

二
七
五
条
は
、
特
別
な
給
付
障
害
法
上
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、B

G
B

三
一
三
条
ほ
ど
の
柔
軟
な
法

一
一
六
一
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律
効
果
を
予
定
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
結
果
、BG

B

二
七
五
条
は
、BG

B

三
一
三
条
に
優
先
す
る）
₈₆
（

。
そ
う
す
る
と
、一
定
の
要
件
の
も
と
で
、

債
務
者
が
給
付
拒
絶
を
な
し
う
る
こ
と
を
規
定
し
たB

G
B

二
七
五
条
二
項
も
、B

G
B

三
一
三
条
に
優
先
す
る
こ
と
が
導
か
れ
る）
₈₇
（

。

　

ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
立
法
理
由
の
態
度
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。B

G
B

二
七
五
条
二
項
は
、
一
項

と
は
パ
ラ
レ
ル
で
は
な
く
、
一
見
、
今
日
行
為
基
礎
障
害
に
関
す
る
規
定
に
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
例
を
把
握
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
）
₈₈
（

。
と
こ
ろ
が
、
立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
お
り
、B

G
B

三
一
三
条

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
は
、
規
定
の
文
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
債
務
者
が
給
付
を
提
供
す
る
際
の
費

用
が
、
そ
の
給
付
か
ら
債
権
者
が
獲
得
し
う
る
利
益
を
凌
駕
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
と
い
う
基
準
を
採
用
し
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、B

G
B

二
五
一
条
二
項
、
六
三
三
条
二
項
三
文
、
六
五
一
ｃ
条
二
項
二
文
と
一
定
の
類

似
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₈₉
（

。
し
た
が
っ
て
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
は
、
限
界
事
例
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
事
実
的
不
能
の

事
例
を
把
握
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る）
₉₀
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
債
務
者
の
費
用
と
債
権
者
の
利
益
と
の
間
の
﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
と
い
う

条
文
に
明
示
さ
れ
て
い
る
基
準
が
、
立
法
者
に
よ
っ
て
当
初
意
図
さ
れ
て
い
た
分
類
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

無
論
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
個
別
の
事
例
に
お
い
て
は
、
債
務
者
が
給
付
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
と
の
評

価
が
な
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
と
い
う
基
準
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る）
₉₁
（

。
そ
の
た
め
、
具
体
的
に
、
ど

の
よ
う
な
場
合
に
給
付
提
供
の
費
用
が
そ
の
利
益
を
凌
駕
し
た
た
め
、﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
と
い
う
基
準
が
充
た
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
に
関
す
る
判
例
の
展
開
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
立
法
者
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
選
択
さ
れ
た
定
式
は
、
言
葉
を

も
っ
て
し
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
給
付
に
要
す
る
費
用
が
そ
の
利
益
を
凌
駕
す
る
た
め
、
給
付
の
交
換
が
経
済
的
に
著
し

く
非
効
率
的
な
も
の
と
な
る
限
り
で
、
給
付
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
給
付
の
対
価
が
明
ら
か
に
給
付
費
用

よ
り
も
低
い
た
め
、
給
付
の
交
換
が
著
し
く
公
正
を
欠
く
限
り
で
は
、
お
そ
ら
く
行
為
基
礎
障
害
に
関
す
る
規
定
が
関
係
し
て
く
る
余
地
が

一
一
六
二
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あ
る
と
い
え
る）
₉₂
（

。

（
４
）　

ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
の
見
解

　

ま
た
、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
（H

.P.W
esterm

ann

）
も
、
よ
り
一
般
的
な
基
準
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
。

　

ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
従
来
不
能
概
念
が
柔
軟
に
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
事
実
的
不
能
や
経
済
的
不
能
と

い
っ
た
、
給
付
が
債
務
者
に
と
っ
て
正
確
に
は
な
お
可
能
で
あ
る
が
、
不
均
衡
な
費
用
を
も
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
例
を
把
握
す

る
と
い
う
役
割
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
、
事
実
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
不
能
法
に
お
い
て
処
理
さ
れ
、
経
済
的
不
能
に
つ
い
て

は
、
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
新
規
定
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

経
済
的
不
能
の
よ
う
な
事
例
は
、
様
々
な
思
想
に
基
づ
い
て
、
事
実
的
不
能
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
棲
み
分
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う）
₉₃
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
棲
み
分
け
に
つ
い
て
は
、
法
的
不
安
定
性
が
完
全
に
は
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う）
₉₄
（

。
ヴ
ェ
ス
タ

ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
両
事
例
、
い
わ
ゆ
る
不
能
法
上
の
解
釈
の
給
付
障
害
法
体
系
へ
の
組
み
込
み
は
、B

G
B

二
七
五
条
四
項
か
ら
明
ら
か

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、B
G

B

二
七
五
条
四
項
は
、
一
項
に
つ
い
て
、
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
を
導
き
、
二
項
お
よ
び
三
項
に
よ
る
抗
弁
の

効
果
に
つ
い
て
も
、一
項
と
区
別
す
る
こ
と
な
くB

G
B

二
八
〇
条
、二
八
三
条
、三
一
一
条
お
よ
び
三
二
六
条
を
参
照
し
て
い
る）
₉₅
（

。
ま
さ
に
、

債
務
者
の
過
重
な
負
担
か
ら
生
じ
う
る
﹁
事
実
的
﹂
も
し
く
は
﹁
経
済
的
﹂
な
不
能
と
、
一
項
に
い
う
﹁
客
観
的
﹂
お
よ
び
﹁
主
観
的
﹂
不

能
と
を
区
別
す
る
と
い
う
困
難
が
生
じ
う
る
こ
と
に
直
面
し
、
そ
の
拡
大
さ
れ
て
き
た
不
能
事
例
と
い
え
る
前
者
は
、1

項
と
関
連
し
て
扱

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
と
い
え
る）
₉₆
（

。

　

そ
の
う
え
で
、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、
不
能
と
特
別
な
法
律
効
果
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
と
の
区
別
は
、
一
般
的

一
一
六
三
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な
要
求
不
可
能
の
規
律
と
し
て
規
範
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
利
益
の
考
量
に
関
す
る
一
連
の
基
準
に
あ
る
と
い

う
）
₉₇
（

。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
不
能
が
把
握
し
て
い
る
よ
う
な
内
容
は
、
も
は
や
、
要
求
不
可
能
に
関
す
る
規
律
に
お
け
る
規
範
の
対
象
と
な
る

も
の
で
は
な
く
、契
約
そ
れ
自
体
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
₉₈
（

。BG
B

二
七
五
条
二
項
の
規
定
は
、

不
能
と
隣
接
し
て
い
る
、
確
定
的
と
な
っ
て
い
る
債
務
者
の
過
剰
な
負
担
に
つ
い
て
債
権
者
と
債
務
者
の
利
益
を
考
量
す
る
こ
と
に
よ
る
不

均
衡
が
問
題
と
な
る
事
実
的
不
能
の
事
例
が
意
図
さ
れ
て
い
る）
₉₉
（

。
広
く
経
済
的
不
能
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
場
合
に
よ
っ
て
は
﹁
契
約
は
守

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
を
大
き
く
軟
化
さ
せ
る
よ
う
な
債
務
者
の
履
行
が
著
し
く
困
難
と
な
る
よ
う
な
事
例
を
把
握
し
て

は
い
な
い）
１００
（

。
他
方
、
経
済
的
不
能
は
、
今
後
、
行
為
基
礎
の
欠
落
も
し
く
は
喪
失
の
事
例
と
し
て
把
握
さ
れ
、B

G
B

三
一
三
条
に
よ
っ
て

処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
、
経
済
的
不
能
は
、
こ
の
規
定
を
適
用
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
明
確
に
、
よ
り
正
確
に
把

握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）
１０１
（

。

　

ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に
両
事
例
を
把
握
し
、
棲
み
分
け
を
試
み
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
な
お
、
両
事
例
の
棲
み
分
け

が
確
た
る
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
、
排
除
さ
れ
え
な
い
と
指
摘
し
て
い
る）
１０２
（

。

（
５
）　

メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解

　

以
上
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
メ
デ
ィ
ク
ス
（D

ieter M
edicus

）
は
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
の
基
準
と
し
て
、

予
見
可
能
性
の
有
無
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　

メ
デ
ィ
ク
ス
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。B

G
B

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
関
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

そ
の
不
能
の
評
価
に
つ
い
て
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

一
一
六
四
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著
し
い
不
均
衡
の
存
在
す
る
＂
費
用
を
必
要
と
す
る
。
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
関
す
る
利
益
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
不
能
、
す
な
わ
ち
、
債
務
者
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務
の
範
囲
を
超
過
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
の
際
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
は
、
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
、
認
め
ら
れ
う
る
と
い
う）
１０３
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
固
定
さ
れ
て
い
る
価
値
関
係
に
よ
っ
て
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
一
文
の
規
定
は
機
能
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
と
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
給
付
義
務
は
、
反
対
給
付
を
取
り
決
め
て
い
る
契
約
か
ら
生
じ
る
も

の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
予
見
可
能
で
あ
る
給
付
障
害
の
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
が
反
対
給
付
に
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

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

て
い
た
こ
と
と
な
る
。
よ
り
現
実
的
で
あ
る
例
を
想
定
し
て
み
る
と
、
橋
の
建
設
が
、
そ
の
橋
柱
の
基
盤
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
に
と
っ
て
費
用
を
要
す
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
お
そ
ら
く
仕
事
の
報
酬
の
際
に
も
考
慮
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
債
務
者
の
利
益
は
十
分
に
保
持
さ
れ
る
。
他
方
、
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
の
で
あ
る）
１０４
（

。
行
為
基
礎
の
喪
失
が
考
慮
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
同
様
に
報
酬
の
支
払
い
の
巻
戻
し

へ
と
導
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
完
全
に
債
務
者
が
解
放
さ
れ
る
と
い
う
結
果
は
導
か
れ
な
い
こ
と
と
な
る）
１０５
（

。

３
．
分
析

（
１
）　

批
判
的
見
解
の
整
理

　

こ
こ
で
、
上
記
の
批
判
的
見
解
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
や
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
立
法
理
由
に
お
い
て
は
債
務
者
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
、
こ
の

一
一
六
五
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債
務
者
の
利
益
を
両
事
例
の
棲
み
分
け
に
際
し
て
考
慮
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
立
法
理
由
に
よ
るB

G
B

二
七
五
条
二
項
の

制
限
的
な
解
釈
か
ら
出
発
し
、
そ
の
よ
う
な
立
法
理
由
の
態
度
を
批
判
し
た
う
え
で
、
棲
み
分
け
の
指
標
と
な
る
債
権
者
の
利
益
に
つ
い
て
、

債
務
者
の
利
益
を
踏
ま
え
、
よ
り
厳
密
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
債
務
者
の
利
益
を
具
体
的
に
ど
う
把
握
す
る
か
に
つ
い

て
は
、
立
法
理
由
に
お
け
る
棲
み
分
け
の
指
標
で
あ
る
債
権
者
の
利
益
に
間
接
的
に
読
み
込
む
と
い
う
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、

B
G

B

三
一
三
条
に
お
い
て
は
、
従
来
の
学
説
で
用
い
ら
れ
て
い
た
犠
牲
限
度
を
用
い
て
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

次
に
、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
や
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
よ
り
一
般
的
な
基
準
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
立
法
理

由
の
示
し
た
棲
み
分
け
の
指
標
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
つ
つ
も
、
両
規
定
の
制
定
以
前
の
学
説
に
お
け
る
観
念
お
よ
び
思
想
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
判
断
基
準
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
解
釈
の
根
底
に
あ
る
共
通
の
思
想

と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
事
実
的
不
能
の
事
例
に
関
し
て
は
、
契
約
に
お
い
て
約
し
た
債
務
者
の
負

担
が
非
効
率
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
。
他
方
、
経
済
的
不
能
の
事
例
に
関
し

て
は
、そ
も
そ
も
契
約
を
維
持
す
る
こ
と
自
体
が
公
正
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
予
見
可
能
性
の
有
無
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
両
規
定
に
お
け
る
そ
の
他

の
要
件
を
棲
み
分
け
の
指
標
と
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
立
場
が
提
示
す
る
予
見

可
能
性
は
、B

G
B

三
一
三
条
の
文
言
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
にB

G
B

二
七
五
条
二
項
が
問
題
と
な
る
場
面
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
反
対
給
付
の
存
在
す
る
契
約
で
あ
る
。
給
付
障
害
が
予
見
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
予
見
可
能
で
あ
る
債
務
者
の
費
用
と
い
う

も
の
に
応
じ
て
負
担
す
る
と
い
う
反
対
給
付
が
約
束
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
債
務
者
の
利
益
は
十
分
に
保
持
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
給
付
障
害
が
予
見
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
反
対
給
付
が
約
束
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と

は
で
き
ず
、
債
務
者
の
利
益
は
保
持
さ
れ
え
な
い
こ
と
か
ら
、B

G
B

三
一
三
条
が
問
題
と
な
る
場
面
で
あ
る
と
い
う
。 一

一
六
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２
）　

分
析

　

以
上
の
整
理
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
批
判
的
見
解
を
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

批
判
的
見
解
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
指
摘
で
き
る
こ
と
と
し
て
は
、
各
見
解
に
お
い
て
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み

分
け
を
す
る
う
え
で
の
視
点
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
や
ア
ー
ノ
ル
ド
の
見
解
に
お
い

て
は
、
立
法
理
由
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
判
断
構
造
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
債
務
者
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
立
法
理
由
に
お
け
る
事
実
的
不
能
お
よ
び
経
済
的
不
能
の
判
断
構
造
に
着
目
し
、
そ
れ
自
体
の

批
判
か
ら
両
事
例
の
棲
み
分
け
を
疑
問
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
や
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
の
見
解
に

お
い
て
は
、
事
実
的
不
能
お
よ
び
経
済
的
不
能
に
関
し
て
よ
り
一
般
的
な
基
準
の
提
示
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
立
法
理
由
に

お
け
る
事
実
的
不
能
や
経
済
的
不
能
の
判
断
構
造
か
ら
出
発
し
た
う
え
で
、契
約
的
な
視
点
を
盛
り
込
ん
で
両
事
例
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。

契
約
に
お
い
て
両
事
例
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
両
事
例
の
概
念
を
一
般
化
し
、
明
確
化
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
に
お
い
て
は
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
に
際
し
て
、
予
見
可
能
性
と
い
う
基

準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
立
法
理
由
に
お
け
る
事
実
的
不
能
お
よ
び
経
済
的
不
能
の
判
断
構
造
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
契
約

に
お
い
て
両
事
例
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
帰
結

と
し
て
、
両
事
例
の
棲
み
分
け
に
お
い
て
予
見
可
能
性
と
い
う
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
各
見
解
に
お
い
て
類
似
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
結
論
に
到
達
す
る
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
、
お
そ
ら
く
は
、
各
人
の
契
約
観
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
は
、
各
見
解
が
異
な
る
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
議
論
の
対
立
軸
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
定
め
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
一
六
七
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し
か
し
な
が
ら
、
各
見
解
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
異
な
る
中
で
も
、
い
か
な
る
要
素
が
各
見
解
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
そ

の
要
素
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
要
素
は
他
の
見
解
と
ど
の
よ
う
な
点
で
共
通
し
、
ま
た
は
異
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

こ
の
議
論
の
中
に
み
て
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
い
ず
れ
の
批
判
的
見
解
に
お
い
て
も
、
事
実
的
不
能
お
よ
び
経
済
的
不
能
の
判
断
の
際
に
は
、
反
対
給
付
、
す
な
わ
ち
契
約
が
考

慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
お
よ
び
ア
ー
ノ
ル
ド
の
見
解
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
利
益
が
考
慮

に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
、
事
実
的
不
能
は
債
権
者
の
利
益
、
経
済
的
不
能
は
債
務
者
の
利
益
が
考
慮
さ

れ
て
い
る
と
い
う
立
法
理
由
に
対
し
て
、
債
権
者
の
利
益
と
債
務
者
の
費
用
が
比
較
衡
量
さ
れ
る
事
実
的
不
能
に
お
い
て
も
、
債
務
者
の
費

用
に
つ
い
て
は
、
給
付
に
つ
い
て
債
務
者
が
ど
れ
だ
け
の
費
用
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

債
務
者
の
利
益
の
考
慮
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
事
実
的
不
能
に
お
け
る
債
務
者
の
費
用
も
、
契
約
か
ら
生
じ
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
経
済
的
不
能
と
同
様
に
反
対
給
付
の
存
在
は
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
の
利
益
も
考
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
の
見
解
に
お
い
て
は
、
債
務
者
に
給
付
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
実
的
不
能
の
事
例
は
、
給
付
に
つ
い
て
債

務
者
が
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
が
債
権
者
の
利
益
を
凌
駕
す
る
た
め
、
給
付
の
交
換
が
経
済
的
に
著
し
く
非
効
率
的
な
も
の
と
な

る
場
合
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
行
為
基
礎
の
喪
失
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
経
済
的
不
能
の
事
例
は
、
給
付
の
対
価
が
債
務
者

が
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
よ
り
も
明
ら
か
に
低
い
た
め
、給
付
の
交
換
が
著
し
く
公
正
を
欠
く
場
合
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
の
見
解
に
お
い
て
は
、
不
能
と
特
別
な
法
律
効
果
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
と
の
区
別
は
、

一
般
的
な
要
求
不
可
能
の
規
律
と
し
て
規
範
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
利
益
の
考
量
に
関
す
る
一
連
の
基
準
に
あ

る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
事
実
的
不
能
は
、
不
能
と
隣
接
す
る
、
債
務
者
の
過
剰
な
負
担
に
つ
い
て
債
権
者
と
債
務
者
の
利
益
を
考
量
す

一
一
六
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る
こ
と
に
よ
る
不
均
衡
が
問
題
と
な
る
要
求
不
可
能
の
事
例
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
経
済
的
不
能
は
、
も
は
や
、
要
求
不
可
能
の
規

律
に
お
け
る
規
範
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
を
大
き
く
軟

化
さ
せ
る
よ
う
な
債
務
者
の
履
行
が
著
し
く
困
難
と
な
る
よ
う
な
、契
約
そ
れ
自
体
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
お
よ
び
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
の
見
解
に
お
い
て
も
、
両
事
例
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
給
付
の
交
換
、
要
求
不
可
能

性
と
い
う
観
点
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
反
対
給
付
、
契
約
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
給
付
義
務
は
、
反
対
給
付
を
取
り
決
め
て
い
る
契
約
か
ら
生
じ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
う
え
で
、
予
見
が
可
能
で
あ
る
給
付
障
害
の
場
合
に
は
反
対
給
付
に
現
れ
る
と
し
て
、
予
見
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ

う
な
費
用
で
債
務
者
が
給
付
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
お
り
、
債
務
者
の
利
益
は
保
持
さ
れ
て
い
る
と
把
握
す
る
。
他
方
、
予
見
可
能
で
な

い
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
費
用
で
債
務
者
が
給
付
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
債
務
者
の
利
益
は
保
持
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
行
為
基
礎
の
喪
失
が
問
題
と
な
る
と
把
握
す
る
。
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
に
お
い
て
も
、
予
見
可
能
性
と
い
う
判
断
基

準
を
採
用
す
る
に
際
し
て
、
反
対
給
付
、
契
約
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
批
判
的
見
解
に
お
い
て
も
、
債
務
者
の
利
益
の
考
慮
、
給
付
の
交
換
、
要
求
不
可
能
性
、
予
見
可
能
性
な
ど
、

様
々
な
観
点
か
ら
事
実
的
不
能
お
よ
び
経
済
的
不
能
の
判
断
基
準
の
説
明
を
試
み
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
際
に
は
反
対
給
付
の
存
在
、
契

約
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
理
由
に
お
い
て

も
、
こ
の
よ
う
に
反
対
給
付
の
存
在
、
契
約
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
文
言
に
も

あ
る
よ
う
に
、
事
実
的
不
能
の
判
断
に
際
し
て
は
、﹁
債
務
関
係
の
内
容
お
よ
び
信
義
誠
実
の
要
請
﹂
が
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
反
対
給
付
の
存
在
、
契
約
を
考
慮
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
に
両
事
例
の
判
断
基
準
、
な
ら
び
に
棲
み
分
け
の
判
断

基
準
へ
と
連
結
さ
せ
て
い
る
の
か
が
重
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
六
九
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次
に
、
経
済
的
不
能
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
の
批
判
的
見
解
も
、
例
外
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
は
、
事
例
がB

G
B

二
七
五
条
も
し
く
はB

G
B

三
一
三
条
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、

﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
が
緩
和
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
解
釈
の
基
準
と
し
て
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

し
つ
つ
、﹁
犠
牲
限
度
﹂
の
概
念
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
ア
ー
ノ
ル
ド
も
、﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い

う
原
則
か
ら
は
妥
当
し
な
い
よ
う
な
﹁
犠
牲
限
度
﹂
の
特
定
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

他
方
、
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
規
定
が
問
題
と
な
る
場
面
に
つ
い
て
、
給
付
の
対
価
が
給
付
に
要
す
る
費
用
よ
り

も
明
ら
か
に
低
い
た
め
、
給
付
の
交
換
が
著
し
く
公
正
を
欠
く
場
合
で
あ
る
と
把
握
す
る
。
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、
広
く
経
済
的
不
能
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
を
大
き
く
軟
化
さ
せ
る
よ
う
な
債
務
者
の
著
し
い

給
付
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
契
約
を
維
持
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の
局
面
で
あ
る
と
把
握
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
ほ
と
ん
ど
の
給
付
義
務
は
、
反
対
給
付
を
取
り
決
め
て
い
る
契
約
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
契
約
に
お
い
て
予
見
不
可
能
で
あ
る
給
付
障
害
が
生
じ
た
際
に
は
、
債
務
者
の
利
益
が
保
持
し
え
な
い
た
め
、
行
為
基
礎
の
喪
失

が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
犠
牲
限
度
、
等
価
性
障
害
、
予
見
可
能
性
な
ど
の
様
々
な
理
論
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
見
解
も
、
経
済
的

不
能
の
よ
う
な
事
例
は
、﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
の
妥
当
す
る
領
域
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
を
な

し
て
い
る
。
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
の
問
題
に
お
い
て
、
そ
の
適
用
対
象
と
な
る
両
規
定
の
優
劣
問
題
、
ま
た
は
両
規
定

の
法
律
効
果
を
視
野
に
い
れ
て
分
析
す
る
見
解
が
存
在
す
る
の
は
、
そ
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
確
か
に
、
経
済
的
不
能
の
よ
う
な
事
例
を
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
把
握
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、

経
済
的
不
能
の
位
置
づ
け
そ
れ
自
体
が
変
化
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
犠
牲
限
度
や
等
価
性
障
害
の
よ
う
な
理
論
に

一
一
七
〇
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よ
れ
ば
、
経
済
的
不
能
は
契
約
外
在
的
な
事
情
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
予
見
可
能
性
の
よ
う
な
理
論
に
よ
れ
ば
、
経
済

的
不
能
は
契
約
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
く
リ
ス
ク
配
分
と
い
う
内
在
的
な
問
題
に
解
消
さ
れ
え
な
い
事
情
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
う
す
る
と
、
給
付
障
害
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
な
い
場
合
に
行
為
基
礎
の
喪
失
の
規
定
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合

に
経
済
的
不
能
と
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
理
論
が
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
明
言
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
契
約
に
お
け
る
債
務
者
の
利
益
が
保
持
さ
れ
え
な

い
こ
と
が
基
準
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
各
見
解
に
つ
い
て
、
個
別
に
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
債
務
者
の
利
益
を
考
慮

す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
利
益
を
債
権
者
の
利
益
に
間
接
的
に
読
み
込
む
と
い
う
解
釈
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
は
、
債
権
者
の
利
益
と
債
務
者
の
費
用
と
を
比
較
し
、
著
し
い
不
均
衡
の
評
価
を
決
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

B
G

B

二
七
五
条
二
項
の
文
言
と
の
齟
齬
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
仮
に
債
務
者
の
利
益
をB

G
B

二
七
五
条
二
項
の
文
言
で
あ
る
債

権
者
の
利
益
に
読
み
込
む
と
す
れ
ば
、
比
較
衡
量
の
要
素
で
あ
る
債
権
者
の
利
益
、
債
務
者
の
費
用
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
に
ど
の
よ
う
な
事

情
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
不
明
確
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
、
棲
み
分
け
の
指
標
と
さ
れ
て
い
た
債
権
者
の

利
益
そ
れ
自
体
の
不
明
確
化
を
も
た
ら
し
、B

G
B

三
一
三
条
と
の
棲
み
分
け
も
一
層
不
明
確
と
な
り
、
機
能
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。

実
際
に
、
論
者
た
ち
も
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
を
制
限
的
に
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
な
おB

G
B

三
一
三
条
と
の
棲
み
分
け
は
困
難
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る）
１０６
（

。

　

次
に
、
一
般
的
な
基
準
の
提
示
を
試
み
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
基
準
を
用
い
て
両
事
例
の
棲
み
分
け
を
試
み
た
と
し
て
も
、
さ

ら
な
る
明
確
化
が
可
能
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
と
い
え
る
。
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
よ
り
具
体
的
な
棲
み
分
け
の
基

準
と
し
て
は
、
や
は
り
、
判
例
の
展
開
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
両
事
案
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
何
が
問
題

一
一
七
一
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視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
観
点
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
両
規
定
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
棲
み
分
け
を
明
確
化
す
る
に
あ
た
っ
て
の
視

座
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
に
、
予
見
可
能
性
を
棲
み
分
け
の
基
準
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
こ
の
立
場
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
債
務
者
が
当
該
給

付
障
害
に
つ
い
て
予
見
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
両
事
例
の
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
他
の
立
場
よ

り
は
明
確
に
両
事
例
の
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
立
場
が
い
う
と
こ
ろ
の
予
見
可
能
性
の
有
無

に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
利
益
の
保
持
の
可
否
が
決
す
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
債
務
者
の
利
益
が
両
事
例
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
の
利
益
を
ど
の
よ

う
に
把
握
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
予
見
可
能
性
の
有
無
と
債
務
者
の
利
益
と
は
ど
の
よ
う
に
連
結
す
る
の
か
で
あ
る
。

（
３
）　

両
事
例
の
競
合

　

以
上
の
よ
う
に
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
明
確
な
棲
み
分
け
に
疑
問
を
呈
し
、
理
論
的
な
克
服
を
試
み
る
見
解
が
現
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
の
試
み
と
関
連
し
て
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
競
合
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
な
棲
み
分
け
の
理
論
に
お
い
て
は
、
立
法
理
由
に
い
う
債
権
者
の
利
益
が
明
確
な
指
標
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
議

論
の
中
核
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
こ
の
試
み
は
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
競
合
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
と
し
て
、
そ
の
競
合
し
た
場
合
に
、
い
か
に
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
議
論
の
中
核
と
し
て
い
る
。
こ
の
両
事
例
の
競

合
に
関
す
る
議
論
は
、
両
事
例
の
棲
み
分
け
に
関
す
る
議
論
を
前
提
と
し
て
お
り
、
関
連
し
て
は
い
る
も
の
の
、
一
歩
先
の
別
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
で
は
、
両
事
例
の
競
合
が
問
題
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
、
競
合
し
た
場
合
の
解
決
法
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
中
心
に
、
簡
単
に
記
述
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

一
一
七
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両
事
例
の
競
合
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
存
在
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、B

G
B

三
一
三
条
に
把
握
さ
れ

て
い
る
経
済
的
不
能
の
事
例
群
に
あ
る
。
従
来
、
経
済
的
不
能
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
群
と
し
て
は
、
契
約
の
内
容
で
あ
る）
１０７
（

特
定
の

目
的
が
給
付
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
す
で
に
債
務
者
の
関
与
な
し
に
給
付
結
果
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
例
、
も
し
く
は
、

給
付
の
基
礎
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
も
は
や
目
的
が
達
成
さ
れ
え
な
い
と
い
う
事
例）
１０８
（

、
そ
の
ほ
か
、
債
権
者
が
求
め
て
い
た
目
的
、
と

り
わ
け
そ
の
他
の
給
付
の
利
用
が
も
は
や
失
わ
れ
た
た
め
、
な
お
可
能
で
あ
る
給
付
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
も
は
や
何
ら
の
利
益
も
有
さ
な

く
な
っ
た
と
い
う
事
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）
１０９
（

。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
不
能
の
事
例
群
を
前
提
と
す
る
と
、
給
付
の
提
供
に
つ
い
て
債
務

者
に
と
っ
て
想
定
外
で
あ
る
過
度
な
費
用
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
給
付
困
難
の
事
例
に
お
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
守
備
範
囲
で

あ
る
の
か
、
は
た
ま
たB

G
B

三
一
三
条
の
守
備
範
囲
で
あ
る
の
か
の
判
別
が
困
難
と
な
り
う
る
。
同
時
に
、
両
規
定
の
ど
ち
ら
の
要
件
を

も
充
た
し
う
る
よ
う
な
事
例
も
存
在
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る）
１１０
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
立
法
理
由
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
の
説
明
に
よ
っ
て
、
競
合
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
事
実
的
不
能
お
よ
び
経
済
的
不
能
の
把
握
す
る
事
例
に
よ
る
説
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
的
不
能
に
お
い
て
は
、
債
務
者

は
確
か
に
当
該
給
付
障
害
を
理
論
上
克
服
し
う
る
も
の
の
、
思
慮
分
別
に
し
た
が
え
ば
、
債
権
者
に
よ
っ
て
給
付
が
要
求
さ
れ
え
な
い
よ
う

な
事
例
、
ま
た
は
給
付
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
結
果
と
の
関
係
に
お
い
て
、
必
要
と
な
る
費
用
が
非
経
済
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
理
性
あ
る
債

務
者
で
あ
れ
ば
給
付
の
提
供
を
試
み
な
い
と
い
う
よ
う
な
事
例
が
把
握
さ
れ
て
い
る）
１１１
（

。
他
方
、
経
済
的
不
能
に
お
い
て
は
、
給
付
は
確
か
に

全
く
無
意
味
で
あ
る
が
、﹁
犠
牲
限
度
﹂
を
越
え
る
こ
と
に
よ
り
、
信
義
誠
実
に
基
づ
い
て
、
も
は
や
債
務
者
に
は
給
付
を
要
求
し
え
な
い

と
い
う
よ
う
な
事
例
が
把
握
さ
れ
て
い
る）
１１２
（

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
は
、B

G
B

三
一
三
条
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
経
済
的
不
能
、
も
し
く
は
給
付
困
難
、
調
達
不
可
能
、
過
度
の
調
達
困
難
の
事
例
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
）
１１３
（

。

一
一
七
三
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第
二
に
、
両
規
定
の
機
能
、
と
り
わ
け
法
律
効
果
に
よ
る
説
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、B

G
B

二
七
五
条
は
、
債
務
者
の
第
一
次
給
付
義

務
の
限
界
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
債
務
者
が
不
能
に
陥
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、B

G
B

二
七
五
条
の
法
律
効
果
と
し
て
自
身
の
給
付
義
務

か
ら
解
放
さ
れ
る
場
合
に
は
、B

G
B

三
一
三
条
に
よ
っ
て
適
合
さ
れ
う
る
も
の
は
何
も
残
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、B

G
B

二
七
五
条
は

B
G

B

三
一
三
条
に
優
先
す
る
と
い
う）
１１４
（

。
そ
う
す
る
と
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
も
、
同
様
にB

G
B

三
一
三
条
に
優
先
す
る
こ
と
と
な
る）
１１５
（

。

　

以
上
の
説
明
に
よ
り
、
立
法
理
由
に
お
い
て
は
、
両
事
例
が
競
合
す
る
こ
と
は
起
こ
り
え
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る）
１１６
（

。
こ
の
よ
う
な
説
明
に

よ
っ
て
両
事
例
の
境
界
を
把
握
す
る
立
法
理
由
の
立
場
は
、
旧
法
下
に
お
け
る
通
説
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
た
不
能
と
行
為
基
礎
障
害
の

限
界
づ
け
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）
１１７
（

。
ま
た
、
こ
の
立
法
理
由
の
立
場
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
他
の
理

論
よ
り
も
優
位
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
１１８
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
両
事
例
の
競
合
の
問
題
が
依
然
と
し
て
問
題
視
さ
れ
、
検
討
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
を
よ
り
明
確
に
分
類
す
る
こ
と
に
有
利
に
働
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
１１９
（

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

問
題
は
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
が
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
の
概
念
に
も
振
り
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事

例
、
さ
ら
に
は
ど
ち
ら
の
概
念
の
要
件
を
も
充
足
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
例
が
生
じ
る
可
能
性
が
否
定
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
端
を
発
す
る
も

の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
後
者
の
よ
う
な
事
例
が
生
じ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
以
上
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
、B

G
B

三
一
三
条
の
い

ず
れ
の
規
定
に
よ
っ
て
処
理
す
る
か
と
い
う
両
規
定
の
優
劣
問
題
が
検
討
さ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
両
規
定
の
優
劣
問
題
を
検
討
す
る
に

あ
た
っ
て
は
、
給
付
障
害
法
に
お
け
る
両
規
定
の
機
能
を
分
析
し
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
両
規

定
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
事
例
が
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
を
再
度
精
緻
に
分
析
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
事
実

的
不
能
と
経
済
的
不
能
を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
、
両
事
例
の
競
合
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
学
者
た
ち
に
よ
り
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
とB

G
B

三
一
三
条
の
規

一
一
七
四
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定
の
優
劣
関
係
が
検
討
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
両
規
定
の
優
劣
の
結
論
は
様
々
で
は
あ
る
も
の
の
、
両
事
例
が
綿
密
に
分
析

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
規
定
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
法
律
効
果
が
主
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
う
え
で
結
論
が
導
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
法
律
効
果
を
視
野
に
入
れ
て
両
規
定
は
限
界
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
契
約
の
適
合
が

問
題
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、B

G
B

三
一
三
条
が
適
用
可
能
で
あ
る
と
す
る
も
の）
１２０
（

、B
G

B

三
一
三
条
は
契
約
上
の
交
換
関
係
に
関
す
る

特
別
規
定
で
あ
る
と
し
て
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
優
先
す
る
と
す
る
も
の）
１２１
（

、B
G

B

二
七
五
条
二
項
お
よ
びB

G
B

三
一
三
条
は
パ
ラ
レ

ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
両
概
念
が
競
合
す
る
事
例
に
お
い
て
は
、
債
務
者
は
ど
ち
ら
の
規
律
に
依
拠
す
る
か
に
つ
い
て
の

選
択
権
を
有
す
る
と
す
る
も
の）
１２２
（

な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る）
１２３
（

。

　

他
方
、
両
事
例
が
競
合
す
る
可
能
性
の
議
論
に
お
い
て
は
、
別
の
観
点
か
ら
の
分
析
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
分
析
は
、
事
実
的
不
能
と

経
済
的
不
能
の
根
底
に
存
在
す
る
解
釈
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
前
提
と
す
る
以
上
は
、
質
的
に
精
緻
な
区
別
を
す
る
た
め

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
示
さ
れ
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る）
１２４
（

。

　

そ
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
立
法
理
由
に
お
け
る
両
事
例
の
概
念
の
把
握
の
仕
方
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
立
法
理
由
に
お
け
る
両

事
例
の
概
念
の
把
握
を
み
れ
ば
、
事
実
的
不
能
に
つ
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
一
文
か
ら
、
給
付
に
つ
い
て
債
務
者
が
必
要
と
す
る

費
用
の
著
し
い
超
過
は
、
債
権
者
の
利
益
に
比
し
て
の
み
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
債
務
者
の
費
用
と
債

権
者
の
利
益
に
お
け
る
著
し
い
不
均
衡
は
、
債
務
関
係
の
内
容
、
信
義
誠
実
の
要
請
、
債
務
者
の
給
付
障
害
に
つ
い
て
の
帰
責
性
の
考
慮
の

も
と
に
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
経
済
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
給
付
に
つ
い
て
債
務
者
が
必
要
と
す
る
費
用
の
著
し
い
超
過
は
、
債

務
者
の
獲
得
す
る
反
対
給
付
が
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
比
較
に
お
い
て
は
、B

G
B

三
一
三
条
か
ら
、
そ
の
他
の
個

人
的
な
利
益
を
想
定
す
る
債
務
者
の
利
益
お
よ
び
当
該
給
付
障
害
の
原
因
が
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る）
１２５
（

。
確
か
に
、B

G
B

二
七
五
条
二

項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
債
務
者
が
給
付
障
害
を
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
場
合
に
も
、
債
務
者
が
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
必

一
一
七
五
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要
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
債
務
者
に
経
済
的
に
無
意
味
で
あ
る
出
捐
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
必
要
が
あ
る

こ
と
も
、
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
給
付
障
害
を
克
服
す
る
に
際
し
て
不
均
衡
な
出
捐
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

な
状
況
は
、
債
務
者
の
解
放
の
問
題
で
も
、B

G
B

二
七
五
条
の
見
出
し
と
な
っ
て
い
る
給
付
義
務
の
排
除
の
問
題
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、

こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
債
務
者
の
費
用
と
債
権
者
の
利
益
を
考
量
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
信
義
誠
実
の
要
請
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
的
に
、
ま
た
経
済
的
に
要
求
し
う
る
方
法
で
給
付
義
務
を
そ
の
状
況
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
以

上
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
法
律
上
の
規
定
に
現
れ
て
い
る）
１２６
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

事
例
は
、
全
債
務
法
を
支
配
し
て
い
る
正
当
性
の
思
想
を
考
慮
し
た
債
務
関
係
の
内
容
の
意
味
の
確
定
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る）
１２７
（

。
他
方
、
経
済
的
不
能
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
把
握
す
る
規
律
が
必
要
と
評
価
さ
れ
る
限
り
で
は
、
行
為

基
礎
の
喪
失
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）
１２８
（

。
し
た
が
っ
て
、
立
法
理
由
に
お
け
る
両
事
例
の
概
念
が
維
持
さ
れ
る
以
上
、
明
確

に
棲
み
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う）
１２９
（

。

　

こ
の
批
判
的
見
解
は
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
両
事
例
に
お
い
て
共
通
す
る
給
付
に
関
す
る
要
求
不
可
能
性
と
い
う
要
素
を
、
そ

の
他
の
異
な
る
要
素
に
よ
っ
て
区
別
し
て
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
す
べ
き
か
と
い
う
観

点
に
も
つ
な
が
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

Ⅳ
．
結
び
に
か
え
て

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
に
関
す
る
議
論
が
、
日
本
に
お
け
る

債
権
法
改
正
の
議
論
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
、
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
び
に

一
一
七
六
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か
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

１
．
改
正
提
案
の
理
解

　

改
正
提
案
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
履
行
請
求
権
の
排
除
の
判
断
の
際
に
は
、
債
権
者
が
履
行
に
よ
っ
て
確
保
す
る
利
益
と
債
務
者
が
履
行
に

要
す
る
費
用
と
を
比
較
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
﹁
事
実
上
の
不
能
﹂
論
を
採
用
し
て
い
る
。
他
方
、
債
務
者
が
履
行
に
要
す
る
費
用
と
債

務
者
が
反
対
給
付
か
ら
受
け
取
る
利
益
と
の
比
較
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
﹁
経
済
的
不
能
﹂
論
に
つ
い
て
は
、
こ
の
異
常
な
不
均
衡
が
後
発
的

に
生
じ
た
場
合
に
、
事
情
変
更
制
度
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
改
正
提
案
の
立
場
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
理
由
の
事
実

的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
事
例
の
把
握
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
改
正
提
案
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
理
由
の
よ
う
な
両
事
例
の
棲
み
分
け
の
指
標
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
両
事
案
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
は
、
改
正
提
案
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
履
行
請
求
権
の
排
除
と
事
情
変
更
の
両
制
度
の
位
置
づ
け
が

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
履
行
請
求
権
の
排
除
に
関
し
て
は
、
当
初
契
約
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
の
問
題
で
あ
り
、
事
情

変
更
制
度
は
、
そ
の
問
題
に
解
消
し
え
な
い
場
合
の
例
外
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
合
意
に
よ
る
リ
ス
ク
配

分
が
機
能
す
る
場
面
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
両
制
度
の
棲
み
分
け
が
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
改
正
提
案
の
立
場
は
、
ド
イ
ツ
の
批
判
的
見
解
に
お
い
て
、
契
約
に
お
け
る
反
対
給
付
の
存
在
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、

給
付
障
害
の
予
見
可
能
性
の
有
無
に
よ
っ
て
両
事
例
の
棲
み
分
け
を
試
み
て
い
た
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
と
親
和
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
に
お
け
る
予
見
可
能
性
の
有
無
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、B

G
B

三
一
三
条
の
文
言
か
ら
そ
の
解
釈
を
導

き
出
し
て
い
る
。
改
正
提
案
は
、
明
文
の
規
定
は
な
い
も
の
の
、
一
定
の
契
約
観
の
も
と
、
リ
ス
ク
配
分
と
い
う
観
点
か
ら
両
制
度
を
棲
み

分
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
経
済
的
不
能
の
事
例
に
つ
い
て
、
履
行
請
求
権
の
排
除
制
度
で
は
な
く
事
情
変
更
制
度
の
領

一
一
七
七
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域
と
し
て
把
握
す
る
改
正
提
案
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
両
制
度
は
、
理
論
的
に
は
重
複
し
な
い
こ
と
と
な
ろ
う）
１３０
（

。

２
．
今
後
の
課
題

　

こ
の
よ
う
な
改
正
提
案
の
内
容
が
今
後
議
論
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
連
の
議
論
は
、
次
の
よ
う
な
視
点
を
提
供
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
ず
、
契
約
と
い
う
当
事
者
が
設
定
し
た
規
範
に
お
い
て
、
当
該
給
付
障
害
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と

い
う
視
点
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
批
判
的
見
解
に
お
い
て
も
、
事
実
的
不
能
お
よ
び
経
済
的
不
能
の
判

断
の
基
準
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
契
約
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
そ
の
説
明
の
際
に
各
見
解
が
拠
り
所
と
し
て
い
る
も

の
は
、
債
務
者
の
利
益
の
考
慮
、
給
付
の
交
換
、
要
求
不
可
能
性
、
予
見
可
能
性
な
ど
様
々
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
を

考
慮
し
て
両
事
例
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
観
点
は
、
契
約
を
重
要
視
し
、
当
該
契
約
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
に
よ
っ
て
履
行
請
求
権
の
排
除

制
度
と
事
情
変
更
制
度
の
説
明
を
試
み
る
改
正
提
案
に
お
い
て
は
、
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

次
に
、
経
済
的
不
能
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
批
判
的
見
解

も
、
例
外
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
説
明
に
際
し
て
は
、
犠
牲
限
度
、
等
価
性
障
害
、
予
見
可
能
性
な
ど
の
様
々
な
理
論
を
用

い
て
は
い
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
見
解
も
、
経
済
的
不
能
の
よ
う
な
事
例
は
、﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
の
妥

当
す
る
領
域
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、

経
済
的
不
能
の
位
置
づ
け
そ
れ
自
体
が
変
わ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
的
不
能
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
よ
り
意
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
再
度
、
改
正
提
案
の
理
解
を
み
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

一
一
七
八
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ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
当
初
契
約
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
に
ど
こ
ま
で
の
内
容
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
改
正
提
案
に
よ
れ
ば
、
履
行
請
求

権
排
除
制
度
と
事
情
変
更
制
度
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
は
、
当
初
契
約
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
の
問
題
に
解
消
さ
れ
う
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
リ
ス
ク
配
分
に
読
み
込
む
こ
と
の
で
き
る
内
容
が
明
確
で
な
け
れ
ば
、
両
制
度
の
境
界
は
曖
昧
な

も
の
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
解
釈
方
法
も
あ
わ
せ
て
、
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
改
正
提
案
に
よ
れ
ば
、
両
制
度
は
競
合
し
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
両
制
度
の
競
合
の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
競
合
す
る
と
す
れ
ば
、
両
制
度
の
適
用
の

順
序
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か）
１３１
（

。
こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
際
に
は
、
両
制
度
の
位
置
づ
け
そ
れ
自
体
も
、
再
度
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

　

さ
ら
に
は
、
根
本
的
に
、
債
務
者
へ
の
要
求
不
可
能
性
の
問
題
に
関
し
て
、
事
実
的
不
能
や
経
済
的
不
能
と
い
っ
た
概
念
を
用
い
て
説
明

す
る
必
要
が
あ
る
か
、
各
事
例
に
つ
い
て
民
法
上
明
文
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
、
事
実
的
不
能
や
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
事
例
の
競
合
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
お
い

て
は
、
両
事
例
の
概
念
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
問
題
視
す
る
と
い
う
立
場
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
立
場
は
、
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の

両
事
例
に
お
い
て
共
通
す
る
給
付
に
関
す
る
要
求
不
可
能
性
と
い
う
要
素
を
、
そ
の
他
の
異
な
る
要
素
に
よ
っ
て
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不

能
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
区
別
し
て
と
ら
え
、
説
明
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
詰
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
い
え
る
。
こ
れ

ら
の
問
題
は
、
大
き
く
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
両
制
度
の
位
置
づ
け
に
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
も
あ
わ
せ
て
、
再
考
の
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
１３２
（

。
今
後
の
債
権
法
改
正
の
議
論
の
展
開
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

一
一
七
九
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（
１
）　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
﹃
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）（
以
下
、﹁
基
本
方
針
﹂
と
し
て
引
用
）。

（
２
）　

基
本
方
針
一
三
一
頁
以
下
。

（
３
）　

基
本
方
針
一
五
五
頁
。
ま
た
、
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
）（
以
下
、﹁
詳
解
﹂
と
し
て
引
用
）
一
九
七
頁
、
三
八
三
頁
。

（
４
）　

基
本
方
針
一
五
五
頁
。

（
５
）　

詳
解
三
八
三
頁
以
下
。

（
６
）　

基
本
方
針
一
五
六
頁
。
詳
解
三
八
六
頁
。

（
７
）　

詳
解
三
八
三
頁
。

（
８
）　

詳
解
三
八
三
頁
以
下
。

（
９
）　

詳
解
一
九
八
頁
に
お
け
る
︹
適
用
事
例
三
︺
を
参
照
。

（
10
）　

詳
解
一
九
八
頁
。

（
11
）　

詳
解
一
九
八
頁
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
売
主
が
調
達
す
る
旨
の
合
意
が
あ
れ
ば
別
で
あ
る
。

（
12
）　

詳
解
三
八
四
頁
に
お
け
る
︹
適
用
事
例
一
︺
参
照
。

（
13
）　

詳
解
三
八
四
頁
。

（
14
）　

詳
解
三
八
四
頁
。

（
15
）　

詳
解
三
八
四
頁
。

（
16
）　

こ
の
議
論
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
潮
見
佳
男
﹃
債
権
総
論
Ⅰ
︹
第
二
版
︺　

―

債
権
関
係
・
契
約
規
範
・
履
行
障
害
﹄（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
六
五
、
二
〇
六
頁
、

半
田
吉
信
﹃
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
﹄（
信
山
社
、二
〇
〇
三
年
）
一
四
一
頁
以
下
、同
﹃
ド
イ
ツ
新
債
務
法
と
民
法
改
正
﹄（
信
山
社
、二
〇
一
〇
年
）
六
〇
頁
以
下
（
と

り
わ
け
、
六
一
、
八
六
頁
以
下
）
が
あ
る
。

（
17
）　

ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
過
程
の
不
能
に
関
す
る
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、潮
見
佳
男
﹁
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
と
日
本
債
権
法
学
の
課
題
﹂
同
﹃
契
約
法
理
の
現
代
化
﹄（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年
）
三
三
九
頁
以
下
。
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
（
一
）（
二
）﹂
民
商
一
三
〇
巻
一
号
三
七
頁
、
二
号
二
五
〇
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
18
）　

本
稿
で
は
、
債
務
法
現
代
化
以
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
と
経
済
的
不
能
の
棲
み
分
け
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
検
討
に
あ
た
っ

一
一
八
〇
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て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
、
経
済
的
不
能
の
根
底
に
存
す
る
思
想
、
歴
史
的
展
開
、
判
例
の
動
向
等
も
ふ
ま
え
る
こ
と
が
よ
り
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
直
接
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
量
的
に
も
不
可
能
で
あ
り
、
か
え
っ
て
本
稿
で
中
心
と
す
べ
き
棲
み
分
け
の
議
論
が
み
え
に
く
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
必
要
な
範
囲
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
上
記
の
不
備
を
少
し
ば
か
り
は
補
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
我
が
国
に
お
け
る
事
情
変
更
制
度
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
が
土
台
と
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
く
同
様
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

う
す
る
と
、
比
較
の
際
に
は
、
我
が
国
に
お
け
る
事
情
変
更
制
度
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
と
の
差
異
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
こ
と

に
な
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
経
済
的
不
能
で
あ
り
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
も
の
と
、
我
が
国
に
お
け
る
も
の
と
で
は
相

違
は
な
い
た
め
、
比
較
の
素
材
と
な
り
う
る
と
考
え
て
い
る
。

（
19
）　B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
実
的
不
能
の
位
置
づ
け　

―

ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
二
項
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に―

﹂
同

法
六
一
巻
六
号
六
五
頁
以
下
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
20
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.131f.

（
21
）　

た
と
え
ば
、V

olker E
m

m
erich, D

as R
echt der L

eistungsstörungen, 5.A
ufl., S.37ff.

　
　

D
au

n
er-L

ieb / H
eid

el / R
in

g (H
rsg.), A

n
w

altK
om

m
en

tar zu
m

 B
ü

rgerlich
en

 G
esetzbu

ch
, B

an
d

.2, 2005,§
275, R

n
.38 / D

au
n

er-L
ieb

（

以

下
、

A
nw

altK
om

m
 / A

utor

と
し
て
引
用
）
は
、
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
海
へ
と
落
と
し
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
事
例
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

　
　
　

ま
た
、D

ieter M
edicus, Schuldrecht A

llgem
einer Teil, 15.A

ufl., R
n.369f. 

は
、
こ
の
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
、
現
代
の
技
術
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
（
物
理
的
に
）

不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
給
付
が
、
可
能
と
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

（
22
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.129f.

（
23
）　C

laus-W
ilhelm

 C
anaris, D

ie R
eform

 des R
echts der L

eistungsstörungen, JZ
 2001, S.499, 501.

（
24
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.130f. ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501f.

（
25
）　

な
お
、
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
明
文
化
に
批
判
的
な
見
解
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、U

lrich H
uber, D

ie geplante R
echt der 

L
eistungsstörungen, in : E

rnst / Z
im

m
erm

ann (H
rsg.), Z

ivilrechtsw
issenschaft und Schuldrechtsreform

, 2001, S.37f. 

な
ど
。

（
26
）　

債
務
法
現
代
化
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
中
村
肇
﹁
事
情
変
更
法
理
に
お
け
る
債
務
解
放
機
能
と
債
務
内
容
改
訂
機
能
﹂

一
一
八
一
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成
城
法
学
七
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
二
頁
以
下
。

（
27
）　C

laus-W
ilhelm

 C
anaris, Schuldrechtm

odernisierung 2002, S.Ⅹ
Ⅱ

.

　
　
　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
の
生
成
、
展
開
に
つ
い
て
は
、
勝
本
昌
晃
﹃
民
法
に
於
け
る
事
情
変
更
の
原
則
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
二
六
年
）、

五
十
嵐
清
﹃
契
約
と
事
情
変
更
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
28
）　C

anaris, a.a.O
. (F

n .27), S.Ⅹ
Ⅲ

. 

具
体
的
に
は
、
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
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
い
う
。

　
　
　

な
お
、
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
時
的
不
能
に
つ
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
に
本
来
文
言
を
も
っ
て
し
て
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
規
定
と
の
適

用
上
の
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
。

（
29
）　C

anaris, a.a.O
. (F

n. 23), S.501f. 

カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
不
能
に
関
し
て
、
そ
も
そ
も
、
討
議
草
案
の
整
理
案
（K

onsolidierte F
assung des 

D
iskussionsentw

urfs eines Sculdrechtsm
odernisierungsrechts=

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
、
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
（K

om
m

isionsentw
ulf=

K
E

）
二
七
五
条
、
お
よ
び
討
議
草
案
（D

iskussionsentw
ulf=

D
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
と
い
う
。

（
30
）　C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501.

（
31
）　C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501.

（
32
）　C

anaris, a.a.O
. (F

n.23 ), S.501.

（
33
）　C

anaris, a.a.O
. (F

n.27), S.Ⅹ
Ⅱ

.

（
34
）　C

anaris, a.a.O
. (F

n.27), S.Ⅹ
Ⅱ

.

（
35
）　C

anaris, a.a.O
. (F

n.27), S.Ⅹ
Ⅱ

.

（
36
）　D

auner-L
ieb / H

eidel / L
epa / R

ing (H
rsg.), D

as neue Schuldrecht, 2002, S.100. / D
auner-L

ieb.

（
37
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.100.

（
38
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.100f. 

な
お
、B

G
B

二
七
五
条
三
項
に
つ
い
て
も
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
と
同
様
に
、
不
能
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.101.

一
一
八
二
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（
40
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks. 14/6040, S.130.

（
41
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

.(F
n.36), S.101.

（
42
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.101.

（
43
）　

た
と
え
ば
、E

m
m

erich, a.a.O
. (F

n.21), S.37ff. ; M
edics, a.a.O

.(F
n.21), R

n.369. 

な
ど
。

（
44
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.101.

（
45
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

.(F
n.36), S.101.

（
46
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

.(F
n.36), S.101.

　
　
　

ま
た
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
は
、
債
務
者
の
個
人
的
事
情
に
よ
る
期
待
不
可
能
の
事
例
に
つ
い
て
規
定
す
るB

G
B

二
七
五
条
三
項
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
問
題
が
生
じ
う

る
と
い
う
。
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、B

G
B

二
七
五
条
三
項
とB

G
B

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
る
。
そ
の

た
め
、B

G
B

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
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、D

auner-L
ieb, 

a.a.O
.(F

n.36), S.104.

（
47
）　A

nw
altK

om
m

 / D
auner-L

ieb, a.a.O
. (F

n.21),§
275, R

n.39.

（
48
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

.(F
n.36), S.101.

（
49
）　

こ
の
こ
と
は
、
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
給
付
が
債
務
者
そ
の
人
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

（
50
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

.(F
n.36), S.101.

（
51
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

.(F
n.36), S.101.

（
52
）　A

nw
altK

om
m

 / D
auner-L

ieb, a.a.O
.(F

n.21),§
275, R

n.39.

　
　
　

ま
た
、
同
様
の
内
容
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、M

ünchener K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, B
and.2, 5.A

ufl.,§
275, R

n.20.

（
以
下
、

M
ünchK

om
m

 / A
utor

と
し
て
引
用
）
エ
ル
ン
ス
ト
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

（
53
）　Jan W

ilhelm
, Schuldrechtreform

 2001, JZ
 2001, S.861, 867. 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
つ
い
て
、
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
れ
ば
完
全
で
あ
る
と
称
賛

さ
れ
て
い
る
が
、
失
敗
作
で
あ
る
と
い
う
。

（
54
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501f.

（
55
）　W

ilhelm
, a.a.O

. (F
n.53), S.867.

一
一
八
三
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（
56
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks. 14/6040, S.130. ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501f.
（
57
）　W

ilhelm
, a.a.O

. (F
n.53), S.867.

（
58
）　W

ilhelm
, a.a.O

. (F
n.53), S.867. 

そ
の
う
え
で
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、B

G
B

二
七
五
条
に
お
い
て
は
、
債
務
者
に
帰
責
性
が
あ
る
場
合
、B

G
B

二
八
〇
条
、B

G
B

二
八

三
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
生
じ
る
が
、
行
為
基
礎
の
喪
失
に
関
す
るB

G
B

三
一
三
条
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
な
い
と
し
て
、
法
律
効
果
上
の
差
異
を

挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、B

G
B

三
一
三
条
に
基
づ
く
契
約
の
適
合
が
、
過
失
に
よ
る
損
害
賠
償
の
認
定
と
理
解
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
別
で
あ
る
と

し
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

（
59
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.101f.

（
60
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.101f.

（
61
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.101f.

ま
た
、
後
述
す
る
ア
ー
ノ
ル
ド
も
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
62
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.102.

（
63
）　D

auner-L
ieb, a.a.O

. (F
n.36), S.102.

（
64
）　A

rnold, a.a.O
. (F

n.36), S.136.

（
65
）　

た
と
え
ば
、B

G
H

 N
JW

-R
R

 1995, 853 ; P
alandt B

ürgerliches G
esetzbuch K

om
m

entar, 66.A
ufl., 2007,§

242, R
n.118 / H

einrichs 

な
ど
を
参
照
。

（
66
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.176.

（
67
）　A

rnold, a.a.O
. (F

n.36), S.136.

（
68
）　A

rnold, a.a.O
. (F

n.36), S.136. 

ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
理
論
と
の
棲
み
分
け
が
問
題
と
な
る
事
例
と
し
て
、
確
か
に
給
付
行
為
は
な

し
う
る
が
、
給
付
結
果
は
そ
の
他
に
よ
っ
て
生
じ
え
た
と
い
う
目
的
到
達
の
事
例
、
も
し
く
は
も
は
や
生
じ
え
な
い
と
い
う
目
的
喪
失
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、M

ünchner K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, B
and.2, 4.A

ufl., vor§
275, R

n.37ff. / E
m

m
erich

（
以
下
、M

ünchK
om

m
 / A

utor

と
し

て
引
用
）
も
参
照
。

（
69
）　

そ
の
ほ
か
、M

ünchK
om

m
 / E

m
m

erich, a.a.O
. (F

n.68), vor§
275, R

n.24ff. ; P
alandt / H

einrichs, a.a.O
. (F

n.65),§
275, R

n.12.

（
70
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.130 ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.503.

（
71
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.130 ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.503.

（
72
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.130 ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.503.

一
一
八
四
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（
73
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
同
旨
の
も
の
と
し
て
、A

nw
altK

om
m

 / D
auner-L

ieb, a.a.O
. (F

n.21), bei §
275, R

n.8 ; 

批
判
的
な
も
の
と
し
て
、H

ans Stoll, N
otizen zur 

N
euordnung des R

echts der L
eistungsstörungen, JZ

 2001, S.589, 591.
（
74
）　A

rnold, a.a.O
. (F

n.36), S.137.

（
75
）　A

rnold, a.a.O
. (F

n.36), S.137.

（
76
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks.14/6040, S.130.

（
77
）　A

rnold, a.a.O
. (F

n.36), S.137.

（
78
）　H

orst E
idenm

üller, D
er Spinnerei-F

all : D
ie L

ehre von der G
eschäftsgrundlage nach der R

echtsprechung des R
eichsgerichts und im

 L
ichte der  

Schuldrechtsm
odernisierung, JU

R
A

 2001, S.824, 828.

（
79
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.175

（
80
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.175

（
81
）　E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828.

（
82
）　E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828. 

ま
た
、D

auner-L
ieb, D

ie geplante Schuldrechts- m
odernisierung, JZ

 2001, S.8, 16

も
同
旨
。

（
83
）　E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828.

（
84
）　E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828. 

な
お
、
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
、B

G
B

三
一
三
条
と
他
の
給
付
障
害
法
上
の
規
定
と
の
棲
み
分
け
に
関
す
る
問
題
は
、
一
方
で
は
、

本
文
中
に
取
り
上
げ
た
不
能
法
と
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
、
他
方
で
は
、
将
来
に
お
け
る
継
続
的
債
務
関
係
の
解
消
の
規
定
で
あ
るB

G
B

三
一
四
条
と
の
棲
み
分
け
に
つ
い

て
意
義
が
あ
る
と
い
う
。

（
85
）　B

G
B

二
七
五
条
は
、
一
項
に
お
い
て
、﹁
給
付
請
求
が
債
務
者
に
と
っ
て
、
ま
た
は
万
人
に
と
っ
て
不
能
で
あ
る
限
り
で
、
給
付
請
求
権
は
消
滅
す
る
﹂
と
規
定
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
債
務
者
に
と
っ
て
の
主
観
的
不
能
も
万
人
に
と
っ
て
の
客
観
的
不
能
も
、
一
部
不
能
も
一
時
的
不
能
も
、
原
始
的
不
能
も
後
発
的
不
能
も
、

同
様
に―

債
務
者
の
帰
責
性
に
左
右
さ
れ
ず
に―

債
務
者
の
給
付
義
務
が
当
然
に
消
滅
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks. 14/6040, 

S.128 ; C
anaris, a.a.O

. (F
n.23), S.499f.

（
86
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.176.

　
　
　

ま
た
、
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
も
、
こ
の
立
法
理
由
の
態
度
に
つ
い
て
は
、B

G
B

三
一
三
条
に
お
い
て
、﹁
法
律
上
の
リ
ス
ク
配
分
﹂
が
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
確

で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828.

一
一
八
五
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（
87
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.176

（
88
）　E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828. 

ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、B
G

B

二
七
五
条
二
項
は
、
明
ら
か
に
特
定
の
経
済
的
な
給
付
障
害
に
も
関
係

す
る
も
の
で
あ
り
、
三
項
は
、
明
ら
か
に
特
定
の
精
神
的
な
給
付
障
害
（
個
人
的
に
拘
束
さ
れ
る
給
付
義
務
の
場
合
）
に
も
関
係
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
今

日
行
為
基
礎
障
害
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
特
定
の
事
例
がB

G
B

二
七
五
条
二
項
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
う
え
、
一
見
、
経
済

的
な
、
ま
た
は
精
神
的
な
給
付
困
難
の
す
べ
て
の
事
例
が
今
後B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
よ
る
給
付
拒
絶
権
（L

eistungsverw
eigerngsrecht

）
を
基
礎
づ
け
う
る
と
い
う

印
象
を
抱
き
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
債
権
者
の
給
付
利
益
に
比
し
て
著
し
く
不
均
衡
で
あ
る
費
用
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
債
務
者
側
の
給
付
障
害
を
債
権
者

の
給
付
利
益
と
考
量
す
る
必
要
性
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
が
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
個
人
的
な
給
付
義
務―

す
で
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例

と
し
て
、
た
と
え
ば
、
子
供
が
重
病
に
罹
患
し
た
女
性
歌
手―

の
枠
内
の
精
神
的
な
給
付
障
害
の
場
合
、
給
付
拒
絶
権
は
、
包
括
的
に
利
益
を
考
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
給

付
義
務
の
履
行
が
要
求
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
考
量
の
際
に
は
、
給
付
障
害
に
つ
い
て
の

債
務
者
の
あ
り
う
る
責
任
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
89
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks. 14/6040, S.130 ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501f.

（
90
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

T-D
rucks. 14/6040, S.120 ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501f.

　
　
　

ま
た
、
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
も
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
給
付
提
供
に
際
し
て
の
出
捐
（
費
用
）
は
、
必
然
的
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
の
給
付

利
益
に
比
し
て
著
し
い
不
均
衡
も
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
債
務
者
の
給
付
提
供
の
際
の
費
用
が
、
債
権
者
の
給
付
利
益
の
何
倍
に
も
な
る
と
明
確
に
評
価
さ

れ
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828.

（
91
）　E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828.

（
92
）　E

idenm
üller, a.a.O

. (F
n.78), S.828.

（
93
）　E

rm
an, H

andkom
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch, 11.A

ufl., 2004,§
275, R

n.21 / H
.P.W

esterm
ann.

（
以
下
、E

rm
an / A

utor

と
し
て
引
用
）

　
　
　

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、M

ichael Schultz, L
eistungsstörungsrecht, in : H

.P.W
esterm

ann (H
rsg.), D

as Schuldrecht 2002 : system
atische 

D
arstellu

n
g d

er S
ch

u
ld

rech
tsreform

, 2002, S
.17, 41 ; C

lau
s-W

ilh
elm

 C
an

aris, D
ie N

eu
regelu

n
g d

es L
eistu

n
gsstöru

n
gs- u

n
d

 d
es K

au
frech

ts  

-G
rundstrukturen und P

roblem
schw

erpunkte-, in : L
orenz, E

gon (H
rsg.), K

arlsruher F
orum

 2002 : Schuldrechtsm
odernisierung, K

arlsruhe 2003, 

S5, 16. ; L
orenz / R

iehm
, L

ehrebuch zum
 neuen Schuldrecht, 2002, R

n.306

も
参
照
。

（
94
）　E

rm
an / W

esterm
ann, a.a.O

. (F
n.93), §

275, R
n.21. : D

aniel Z
im

m
er, D

as neue R
echt der L

eistungsstörungen, N
JW

 2002, S.1, 3.

一
一
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（
95
）　E

rm
an

 / W
esterm

an
n

, a.a.O
. (F

n
.93),§

275, R
n

.22. 

ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
指
示
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
、
委
員
会
草
案

（K
om

m
issionsentw

ulf

）
に
お
け
る
誤
解
を
招
く
よ
う
な
指
摘
の
修
正
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
（
カ
ナ
ー
リ
ス
に
よ
る
修
正
に
つ
い
て
は
、C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), 

S.505

を
参
照
）。

（
96
）　E

rm
an / W

esterm
ann, a.a.O

. (F
n.93),§

275, R
n.22.

（
97
）　E

rm
an / W

esterm
ann, a.a.O

. (F
n.93),§

275, R
n.23.

（
98
）　

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
Ⅲ
．
４
．
に
お
い
て
も
述
べ
る
よ
う
に
、
多
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
文
中
に
挙
げ
る
も
の
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
、

M
ünchK

om
m

 / E
rnst, a.a.O

. (F
n.52),§

275, R
n.69

な
ど
。

　
　
　

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
もC

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.504

に
お
い
て
、
同
様
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

（
99
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.129 ; 

さ
ら
に
は
、
同
様
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、G

eorg M
aier -R

eim
er,Z

ivilrechtsausschuss kom
m

entiert E
ntw

ulf des  

Schuldrechtsm
odernisierungsgesetzes, A

nw
B

l 2001, S.292f ; C
anaris, a.a.O

. (F
n.93), S.13f.

（
１００
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.130 ; 

そ
の
ほ
か
、C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501 ; A
nw

altkom
m

 / D
auner-L

ieb, a.a.O
. (F

n. 21),§
275, R

n.14 ; P
alandt / 

H
einrichs, a.a.O

. (F
n. 65),§

275, R
n.21

な
ど
。

（
１０１
）　E

rm
an / W

esterm
ann, a.a.O

. (F
n.93),§

275, R
n.23.

（
１０２
）　E

rm
an / W

esterm
ann, a.a.O

. (F
n.93),§

275, R
n.23.

（
１０３
）　M

edicus, a.a.O
. (F

n.21), R
n.370.

（
１０４
）　M

edicus, a.a.O
. (F

n.21), R
n.371. 

な
お
、
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
るB

G
B

三
一
三
条
の
理
解
に
つ
い
て
は
、M

edicus, a.a.O
. (F

n.21), R
n.452f.

（
１０５
）　M

edicus, a.a.O
. (F

n.21), R
n.371. 

な
お
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
予
見
可
能
性
が
両
事
例
の
棲
み
分
け
の
基
準
と
な
り
う
る
と
し
つ
つ
も
、
両
事
例
の
棲
み
分
け
は
、
法
律

効
果
も
視
野
に
入
れ
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
．
５
．
も
参
照
。

（
１０６
）　

本
文
Ⅲ
．
１
．
お
よ
び
Ⅲ
．
２
．（
１
）、（
２
）
参
照
。

（
１０７
）　O

L
G

 H
am

m
 W

M
 1972, 1323 ; Jauernig B

ürgerliches G
esetzbuch, 12.A

ufl.,§
313, R

n.11 / Stadtler.

（
以
下
、Jauernig / A

utor

と
し
て
引
用
）
同
様
に
、

条
件
の
形
式
で
の
取
決
め
（
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、Staudinger K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch, B

uch 2, 2005,§
275 R

n.12ff. / 

L
öw

isch

（
以
下
、Staudinger / A

utor

と
し
て
引
用
））、
も
し
く
は
性
質
の
取
決
め
も
考
え
ら
れ
う
る
。

（
１０８
）　B

am
berger / R

oth (H
rsg.), K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch, B

and.1, 2005,§
275, R

n.25 / G
rüneberg

（
以
下
、B

am
berger / A

utor

と
し
て

一
一
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引
用
） ; Staudinger / L

öw
isch, a.a.O

. (F
n.107),§

275, R
n.17 ; M

edicus, a.a.O
. (F

n.21), R
n.450f.

（
１０９
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.174 ; Staudinger / L

öw
isch, a.a.O

. (F
n.107),§

275, R
n.18ff. ; A

rnold, a.a.O
. (F

n.36), S.136.
（
１１０
）　

た
と
え
ば
、M

ünchK
om

m
 / E

rnst, a.a.O
. (F

n.52),§
275, R

n.20

は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
が
、
債
務
者
の
費
用
と
債
権
者
の
利
益
に
限
り
比
較
考
量
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
著
し
い
不
均
衡
を
生
じ
る
と
い
う
事
例
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
が
何
に
基
づ
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
の
構
想
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の

う
え
で
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
、
ま
ず
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
、B

G
B

三
一
三
条
に
基
づ
く
重
大
な
事
情
の
変
更
の
事
例
、
次
に
、B

G
B

二
七
五
条
二
項

に
把
握
さ
れ
て
お
り
、B

G
B

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
。
ま
た
、
最
後
の

競
合
事
例
に
関
し
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
著
し
い
不
均
衡
が
、
同
時
にB

G
B

三
一
三
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
重
大
な
事
情
の
変
更
と
い
う
こ
と
に
な
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
に
生
じ
う
る
。
結
果
と
し
て
、
棲
み
分
け
の
指
標
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
法
律

上
の
規
定
の
競
合
の
回
避
に
努
め
う
る
も
の
の
、
各
事
例
の
境
界
は
確
定
さ
れ
え
な
い
と
い
う
。
こ
の
立
場
は
、
Ⅲ
．
１
．
お
よ
び
２
．
で
取
り
上
げ
た
ダ
ウ
ナ
ー
＝
リ
ー
プ

の
見
解
と
類
似
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
１１１
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.130. 

そ
の
ほ
か
、
こ
の
こ
と
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、B

G
H

 N
JW

 1983, 2873, 2874 ; C
anaris, a.a.O

. (F
n.23), S.501 ; M

edicus, 

a.a.O
. (F

n.21), R
n.369 ; Staudinger / L

öw
isch, a.a.O

. (F
n.107),§

275, R
n.9

な
ど
。

（
１１２
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.130 . 

そ
の
他
に
も
、Staudinger / L

öw
isch, a.a.O

. (F
n.107),§

275, R
n.10 ; P

alandt / H
einrichs, a.a.O

. (F
n.65),§

275, R
n.21

な

ど
。

（
１１３
）　B

T-D
rucks.14/6040, S.129f. ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501 ; F
elix C

hristopher H
ey, D

ie K
odifizierung der G

rundsätze über die G
eschäftsgrundlage 

d
u

rch
 d

as S
ch

u
ld

rech
tsm

od
ern

isieru
n

gsgesetz, in
 : K

on
tin

u
ität im

 W
an

d
el d

er R
ech

tsord
n

u
n

g, B
eiträge fü

r C
lau

s-W
ilh

elm
 C

an
aris zu

m
 

65.G
eburtstag, 2002, S.21, 40ff. ; Jauernig / Stadtler, a.a.O

. (F
n.107),§

313, R
n.11,17.

　
　
　

そ
の
他
の
見
解
と
し
て
、Tom

as L
obinger, D

ie G
renzen rechtsgeschäftlicher L

eistungspflichten, 2004, S.265ff 

は
、
包
括
的
にB

G
B

二
七
五
条
の
み
適
用

す
る
こ
と
を
認
め
る
。

（
１１４
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.176 ; B

G
H

 N
JW

-R
R

 1995, 854.

　
　
　

な
お
、
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
段
階
に
お
い
て
は
、
適
合
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
契
約
法
の
﹁
特
別
規
律
﹂
と
し
て
、
行
為
基
礎
喪
失
の
規
定
が
な
お
優
先
す
る
と

さ
れ
て
い
た
（Schuldrechtkom

m
ission, A

bschlussbericht, S.151(sub 6)

）。
こ
の
立
場
と
同
様
に
、
現
行
法
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
も
の
と
し
て
、

A
ndreas Schlüter, L

eistungsbefreiung bei L
eistungserschw

erungen. Z
ur K

onkurrenz der B
efreiungstatbestände im

 neuen Schuldrecht (§
§
275, 

一
一
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313, 314B
G

B
), Z

G
S 2003, S.346, 349ff.

（
１１５
）　

そ
の
他
に
も
、Schulze / E

bers, Streitfragen im
 neuen Schuldrecht, JuS 2004, S.265, 266

で
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
が
優
先
す
る
こ
と
が
、
給
付
義
務
の
限

界
と
し
て
のB

G
B

二
七
五
条
二
項
の
機
能
に
、
そ
し
て
補
助
的
な
例
外
規
定
と
し
て
のB

G
B

三
一
三
条
の
役
割
に
相
応
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
１１６
）　

立
法
理
由
に
よ
れ
ば
、
そ
の
棲
み
分
け
の
指
標
と
な
る
の
が
、
債
権
者
の
利
益
で
あ
る
。

　
　
　

ま
た
、
フ
ー
バ
ー
（U

lrich　

H
uber

）
も
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
規
定
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
規
定
で
あ
るB

G
B

三
一
三
条
と
は
何
の
関
係
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
。
と
こ
ろ
が
、
完
全
に
異
な
る
意
味
に
お
い
て
の
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、B

G
B

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
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
賠
償
義
務
は
、
債
務
者
がB

G
B

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
（B

G
B

二
七
五
条
四
項
）。
他
方
、B

G
B

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
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、U

lrich H
uber, D

ie Schadesersatzhaftung 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, 557f.

（
１１７
）　R

G
Z

 103, 3, 4 ; R
G

Z
 168, 65, 73 ; B

G
H

 N
JW

 1994, 515, 516=
JZ

 1994, 625, 626 ; U
lrich H

uber, L
eistungsstörungen 1, 1999, S.118f. ; H

uber, a.a.O
. 

(F
n.116), S.31, 56f., 79f. ; Staudinger / L

öw
isch, a.a.O

. (F
n.107),§

275, R
n.9f.,§

279 R
n.24f.

　
　
　

そ
の
他
に
、
類
似
の
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、M

ünchK
om

m
 / E

m
m

erich, a.a.O
. (F

n.68), vor§
275, R

n.24ff.,§
275, R

n.28f.

は
、
不
能
法
に
つ
い
て
、
経
済

的
不
能
の
場
合
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
。

（
１１８
）　

同
様
の
も
の
と
し
て
、B

am
berger / U

nbreath, a.a.O
. (F

n.108),§
313, R

n.47.

　
　
　

ま
た
、
そ
の
他
の
概
念
的
境
界
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
に
お
い
て
は
同
様
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、E

rm
an / H

ohloch, a.a.O
. (F

n.93),§
313, R

n.35.

（
１１９
）　M

ünchK
om

m
 / R

oth, a.a.O
. (F

n.52),§
313, R

n.140. 

こ
の
こ
と
を
示
す
べ
く
、
ロ
ー
ト
は
、
こ
れ
ら
の
両
事
案
の
競
合
に
関
す
る
見
解
が
、
仮
にB

G
B

二
七
五
条

二
項
一
文
の
文
言
か
ら
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、B

G
B

三
一
三
条
に
基
づ
く
適
合
と
い
う
柔
軟
な
法
律
効
果
に
よ
っ
て
、
経
済
的
不
能
に
向
け
ら
れ
た
解
決
を
提
示
す
る
こ
と

と
並
ん
で
、
従
来
か
ら
限
界
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
す
。

　
　
　

な
お
、B

G
H

 JZ
 1978, 235f. 

は
、
要
求
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
、
適
合
が
問
題
と
な
る
と
す
る
。
そ
の
他
の
見
解
と
し
て
は
、W

olfgang E
rnst, K

ernfragen 

一
一
八
九
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三
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二
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三
二
二

d
er S

ch
u

ld
rech

treform
, JZ

 1994, S
.801, 802 ; M

ü
n

ch
K

om
m

 / E
m

m
erich

, a.a.O
. (F

n
.68), vor

§275 R
n

.24ff. ; T
om

as L
obin

ger, D
ie G

ren
zen 

rechtsgeschäftlicher L
eistungspflichten, 2004, S.241ff.

（
１２０
）　D

ieter M
edicus, L

eistungsstörungsrecht, in : H
aas / M

edicus / R
olland / Schäfer / W

endtland (H
rsg.), D

as neue Schuldrecht, K
ap.3 R

n.52, 184f.

（
１２１
）　Schlüter, a.a.O

. (F
n.114), S.349ff. 

な
お
、
こ
の
見
解
は
、
債
務
法
現
代
化
過
程
に
お
け
る
委
員
会
草
案
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、A

bschlussbericht Schuldrechtkom
m

ission, 1992, S.151(sub.6).

（
１２２
）　M

ünchK
om

m
 / E

rnst, a.a.O
. (F

n.52),§
275, R

n.23 ; F
lorian F

aust, in : H
uber / F

aust, Schuldrechtm
odernisierung, E

inführung in das neue R
echt, 

2002, K
ap.2 R

n.79 ; R
oland Schw

arze, U
nm

öglichkeit, U
nverm

ögen und ähnliche L
eistungshindernisse im

 neuen L
eistungsstörungsrecht, JU

R
A

 

2002, S.73,78.

　
　
　

と
り
わ
け
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
の
要
件
で
あ
る
重
大
な
不
均
衡
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
が
同
様
にB

G
B

三
一
三
条
の
意
味
に
お
け
る
重
大
な
事
情

変
更
と
し
て
非
常
に
よ
く
現
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
は
、
こ
の
解
決
に
つ
い
て
意
識
的
に
背
を
向
け
て
い
た
と
批
判
す
る
。
債
務
法
現

代
化
過
程
に
お
け
る
委
員
会
草
案
に
お
い
て
は
、B
G

B

三
一
三
条
が
優
先
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
従
来
の
実
務
に
お
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
が
優
先
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
見
解
は
、
疑
わ
し
い
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
、
両
規
定
の
要
件
を
充
た
す
か
ぎ
り

で
は
、
両
規
範
の
債
務
者
の
選
択
に
委
ね
る
こ
と
が
相
応
し
く
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
法
原
則
に
も
合
致
す
る
と
い
う
。

　
　
　

な
お
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
解
放
さ
れ
る
場
合
に
は
一
方
的
に
有
利
に
扱
わ
れ
、
完
全
に
自
身
の
利
益
に
基
づ
い
て
適
合
さ
れ
る
契
約
に
固
執
し
う
る
、
も

し
く
は
契
約
の
実
現
を
拒
絶
し
う
る
と
い
う
点
で
、
不
利
で
あ
る
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、A

nw
altK

om
m

 / K
rebs, a.a.O

. (F
n.21),§

. 313, 

R
n.17.

（
１２３
）　

ま
た
、
す
べ
て
の
給
付
困
難
の
事
例
をB

G
B

二
七
五
条
二
項
の
適
用
領
域
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
両
事
例
以
外
の
不
能
は
、B

G
B

三
一
三
条
を
適
用
し
な
い

こ
と
に
お
い
て
存
在
す
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、M

ichael F
ischer, D

er A
usschulss der L

eistungspflicht im
 F

älle der U
nm

öglichkeit im
 

E
ntw

ulf des Schuldrechtm
odernisierungsgesetzes, D

B
 2001, S.1923, 1924f. ; L

obinger, a.a.O
. (F

n.119), S.73ff., 265ff.

を
参
照
。

（
１２４
）　A

nw
altK

om
m

 / K
rebs, a.a.O

. (F
n.21),§

313, R
n.18.

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
両
事
例
を
区
別
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
並
ん
で
、
ロ
ビ
ン
ガ
ー
の
主
た
る
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、L

obinger, a.a.O
. (F

n.119), S.73ff.

（
１２５
）　B

T-D
rucks. 14/6040, S.130 ; C

anaris, a.a.O
. (F

n.23), S.501f.

（
１２６
）　Stoll, a.a.O

. (F
n.73), S.591. 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ト
ル
は
、B

G
B

二
五
一
条
二
項
の
原
状
回
復
、
そ
の
ほ
か
、B

G
B

四
三
八
条
三
項
やK

F

六
三
五
条
三
項
と
い

一
一
九
〇
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三
二
三
（　
　
　
　

）

っ
た
売
主
や
請
負
人
の
瑕
疵
除
去
義
務
の
よ
う
な
規
定
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

（
１２７
）　Sroll, a.a.O

. (F
n.73), S.591. 

そ
の
た
め
、
シ
ュ
ト
ル
自
身
は
、﹁
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
原
則
が
た
や
す
く
空
洞
化
さ
れ
る
危
惧
が
あ
る
こ
と
も

指
摘
し
た
う
え
で
、
事
実
的
不
能
の
よ
う
な
事
例
を
一
般
的
な
規
律
を
も
っ
て
し
て
把
握
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
事
例
の
具
体
的
解
決
に
際
し
て
は
、

信
義
誠
実
の
要
請
を
規
定
す
るB

G
B

二
四
二
条
の
一
般
条
項
で
足
り
る
と
い
う
。

（
１２８
）　Stoll, a.a.O

. (F
n.73), S.591.

（
１２９
）　Stoll, a.a.O

. (F
n.73), S.591. 

そ
の
ほ
か
、F

ischer, a.a.O
. (F

n.123), S.1924f. 

な
ど
が
あ
る
。

　
　
　

ま
た
、A

nw
altK

om
m

 / K
rebs, a.a.O

. (F
n.21),§

313, R
n.18

も
、
こ
の
こ
と
に
言
及
す
る
。
そ
の
う
え
で
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
と
の
棲
み
分
け
が
精
緻
さ
に
欠
け

る
こ
と
は
、
確
か
に
残
念
で
あ
り
、
解
釈
も
し
く
は
法
に
組
み
込
む
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
十
分
と
は
い
え
な
い
と
結
論
づ
け
る
。

　
　
　

な
お
、L

obinger, a.a.O
. (F

n.119), S.214ff., 241ff.

は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
二
文
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
要
求
不
可
能
性
に
関
し
て
段
階
的
に

い
え
ば
中
間
領
域
で
あ
る
と
い
え
る
経
済
的
不
能
に
つ
い
て
は
、B

G
B

二
七
五
条
二
項
に
と
っ
て
、B

G
B

三
一
三
条
の
適
用
を
体
系
的
に
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
ほ
ど
の
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
１３０
）　

た
だ
し
、
仮
に
経
済
的
不
能
の
際
に
も
履
行
請
求
権
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
を
採
用
す
る
と
す
れ
ば
、
事
情
変
更
制
度
と
重
複
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
１３１
）　

な
お
、P

E
C

L

に
お
け
る
両
制
度
の
適
用
順
序
に
つ
い
て
は
、
潮
見
佳
男
﹃
契
約
責
任
の
体
系
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
九
頁
。

（
１３２
）　

た
だ
し
、経
済
的
不
能
に
つ
い
て
、例
外
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
理
論
的
に
必
然
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、行
為
基
礎
喪
失
の
問
題
を
、

契
約
内
在
規
範
の
問
題
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
現
れ
て
き
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
事
情
変
更
制
度
を
例
外
と
し
て
で
は
な
く
、
契
約
規
範
の
適
用
に
解
消
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
吉
政
知
広
﹁
契
約
締
結
後
の
事
情
変

更
と
契
約
規
範
の
意
義
（
一
）（
二
）　

―

事
情
変
更
法
理
に
お
け
る
自
律
と
他
律―

﹂
民
商
一
二
八
巻
一
号
四
三
頁
、
二
号
一
六
九
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

　
　
　

な
お
、
日
本
の
改
正
議
論
に
お
い
て
は
、
履
行
請
求
権
の
排
除
制
度
に
つ
い
て
も
、
契
約
内
在
的
、
外
在
的
制
約
の
両
面
か
ら
再
考
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
法
制
審
議
会
に
お
け
る
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
二
一
﹁
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
の
た
た
き
台
（
一
）﹂
参
照
）。
そ
う
す

る
と
、
本
稿
に
お
け
る
両
制
度
の
位
置
づ
け
お
よ
び
棲
み
分
け
の
議
論
に
お
け
る
視
点
は
、
よ
り
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
九
一




