
《
論
　
　
説
》給

付
不
当
利
得
の
消
滅
と
受
領
者
の
「
財
産
上
の
決
定
」

―
―
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
フ
ル
ー
メ
の
給
付
不
当
利
得
論
―
―

湯　
　

川　
　

益　
　

英

第
一　

初　

め　

に

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
フ
ル
ー
メ（W

erner Flum
e

）は
、ド
イ
ツ
民
事
法
学
に
お
け
る
法
律
行
為
法
学
・
意
思
表
示
法
学
の
泰
斗
で
あ
り
、

わ
が
国
に
お
け
る
意
思
表
示
論
・
法
律
行
為
論
・
契
約
＝
法
律
行
為
解
釈
論
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
律
行
為
論
と
ほ
ぼ
併
行
し
て
、
フ
ル
ー
メ
は
不
当
利
得
制
度
（
と
り
わ
け
給
付
不
当
利
得
制
度
）
に
つ
い
て
複
数
の

論
文
を
公
表
し
、
そ
こ
で
独
自
の
不
当
利
得
論
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
論
は
、
彼
の
自
由
意
思
の
原
理
に
則
し
た
法
思
想
を
反
映
し
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
彼
の
私
的
自

治
論
＝
法
律
行
為
論
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
の
不
当
利
得
論
の
展
開
、
と
り
わ
け
給
付
不
当
利
得
の
問
題
を
め
ぐ
る
理
論
展
開
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
、

（
1
）

（
2
）
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フ
ル
ー
メ
の
給
付
利
得
論
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
「
利
得
の
消
滅
」
の
問
題
解
決
の
あ
り
方
を
中
心
に
し
て
概
観
し

た
う
え
で
、
そ
の
法
律
行
為
論
と
の
相
互
連
関
性
を
検
討
し
、
フ
ル
ー
メ
の
法
思
想
の
一
部
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二　

フ
ル
ー
メ
の
給
付
不
当
利
得
論

一　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
給
付
不
当
利
得
論
の
展
開

既
履
行
の
双
務
契
約
が
、
意
思
の
不
存
在
や
意
思
表
示
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
無
効
・
取
り
消
さ
れ
た
と
き
に
は
、
契
約
の
両
当
事
者
は
、

相
互
に
、
給
付
対
象
と
代
金
の
返
還
義
務
を
負
う
。

こ
の
清
算
関
係
は
、
不
当
利
得
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

ド
イ
ツ
民
法
（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
略
記
す
る
）
八
一
八
条
は
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
範
囲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
返
還
の
義
務
は
、
取
得
し
た
利
益
と
受
領
者
が
そ
の
取
得
し
た
権
利
に
基
づ
い
て
生
じ
る
。
ま
た
、
そ
の
取
得
し
た

目
的
の
破
壊
、
毀
損
も
し
く
は
侵
奪
に
対
す
る
賠
償
と
し
て
得
た
も
の
に
も
及
ぶ
。

取
得
し
た
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
そ
の
返
還
が
不
能
か
、
ま
た
は
受
領
者
が
そ
の
ほ
か
の
理
由
に
よ
っ
て
返
還
を
な
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
受
領
者
は
そ
の
価
格
を
賠
償
す
る
必
要
が
あ
る
。

返
還
の
義
務
や
価
格
賠
償
の
義
務
は
、
受
領
者
が
利
得
を
有
し
な
い
限
度
で
消
滅
す
る
。

受
領
者
は
、
係
争
に
入
っ
た
時
か
ら
一
般
の
原
則
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
。」

形
式
的
に
本
条
文
に
し
た
が
え
ば
、
例
え
ば
、
Ａ
が
Ｂ
か
ら
自
動
車
を
購
入
し
、
代
金
の
支
払
と
自
動
車
の
引
渡
し
が
完
了
し
た
後

（
3
）
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で
、
Ａ
―
Ｂ
間
の
売
買
契
約
が
錯
誤
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
と
き
に
は
、
Ａ
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
基
づ
い
て
Ｂ
に
対
し
て
代
金

の
返
還
を
請
求
し
得
、
Ｂ
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
基
づ
い
て
Ａ
に
対
し
て
自
動
車
の
返
還
を
請
求
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
Ａ
・
Ｂ
相
互
に
独
立
し
た
ふ
た
つ
の
給
付
利
得
返
還
請
求
権
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
二
請
求
権
対
立
説
（Zw

eikondictionstheorie

）
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
構
成
に
よ
れ
ば
、
Ａ
が
自
動
車
を
受
領
し
た
後
で
そ
れ
が
滅
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
Ａ
は
Ｂ
に
対
し
て
代

金
の
返
還
請
求
が
で
き
る
が
、
Ａ
が
利
得
を
有
し
な
い
と
き
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
八
条
三
項
を
根
拠
に
、
Ｂ
は
Ａ
に
対
し
て
自
動
車
の
返
還

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
（
Ａ
は
利
得
の
消
滅
を
Ｂ
に
対
し
て
主
張
で
き
る
）。

す
な
わ
ち
、
ふ
た
つ
の
給
付
利
得
返
還
請
求
権
を
別
個
・
独
立
の
も
の
と
解
す
る
と
、
買
主
の
下
で
の
自
動
車
の
滅
失
の
リ
ス
ク
は

売
主
が
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
な
結
果
の
一
般
化
が
不
合
理
で
あ
り
、
一
般
の
法
感
情
に
沿
う
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
判
明
で
あ
ろ

う
。こ

う
し
た
不
合
理
は
、
無
効
取
消
さ
れ
る
前
の
、
事
実
と
し
て
の
Ａ
―
Ｂ
間
の
売
買
契
約
に
基
づ
く
給
付
関
係
の
存
在
を
無
視
し
て
、

給
付
関
係
の
清
算
と
し
て
の
給
付
利
得
返
還
関
係
を
構
成
す
る
Ａ
―
Ｂ
間
の
ふ
た
つ
の
給
付
利
得
返
還
請
求
権
を
「
別
個
・
独
立
の
も

の
」
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
判
例
法
は
、
か
か
る
ふ
た
つ
の
給
付
利
得
返
還
請
求
権
が
過
去
の
給
付
関
係
の
清
算
で
あ
る
こ
と
を
直
視
し
て
、

両
者
の
関
係
を
反
映
さ
せ
た
法
解
釈
を
展
開
し
た
。

す
な
わ
ち
、
双
務
契
約
上
の
結
合
関
係
と
し
て
在
る
ふ
た
つ
の
返
還
請
求
権
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
ゆ
え
、
差
額
計
算
と
い
う
方

法
を
介
し
て
、原
則
的
に
は
一
方
の
給
付
利
得
の
減
少
・
滅
失
を
他
方
の
給
付
利
得
の
減
少
・
滅
失
に
反
映
さ
せ
る
構
成
を
採
用
し
た
。
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い
わ
ゆ
る
差
額
説
（sog.Saldotheorie

）
で
あ
る
。

上
記
の
設
例
に
則
し
て
謂
え
ば
、
Ａ
が
Ｂ
か
ら
購
入
し
た
自
動
車
が
、
売
買
契
約
時
に
一
〇
〇
万
円
の
価
値
を
有
し
て
い
た
の
に
、

不
当
利
得
返
還
時
に
Ａ
の
下
で
五
〇
万
円
の
価
値
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
Ａ
は
Ｂ
に
対
し
て
五
〇
万
円
の
不
当
利
得
返

還
請
求
権
を
有
す
る
。
Ａ
の
下
で
自
動
車
が
滅
失
し
た
と
き
に
は
、
Ａ
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
失
わ
れ
、
逆
に
、
Ａ
の
下
で
自
動

車
の
価
値
が
一
二
〇
万
円
に
増
加
し
た
と
き
に
は
、
Ｂ
が
Ａ
に
対
し
て
二
〇
万
円
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
買
主
の
下
で
の
給
付
対
象
の
滅
失
の
リ
ス
ク
は
買
主
自
身
が
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
差
額
説
に
基
づ
く
諸
判
決
は
、
二
請
求
権
対
立
説
に
比
し
て
、
公
平
に
合
致
し
、
一
般
の
法
感
情
に
も
合
致
し
て
学
説
の

支
持
も
受
け
、
長
期
に
わ
た
っ
て
通
説
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
て
き
た
。

も
っ
と
も
、
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
差
額
説
は
、
引
き
算
に
よ
っ
て
返
還
さ
る
べ
き
利
得
の
範
囲
を
画
定
す
る
た
め
、
契
約
的
給

付
が
双
方
と
も
実
行
さ
れ
て
い
た
場
合
に
の
み
適
用
が
可
能
で
あ
り
、
対
価
的
な
給
付
の
一
方
だ
け
が
履
行
さ
れ
た
に
止
ま
る
と
き
に

は
対
価
的
相
互
性
の
論
理
を
貫
徹
で
き
な
い
と
い
う
欠
点
を
有
し
て
い
た
。

ま
た
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
則
し
て
は
、
没
価
値
的
な
「
計
算
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
返
還
さ
る
べ
き
利
得
の
範
囲
を
画
定
す
る

た
め
に
、
詐
欺
・
強
迫
に
よ
る
取
消
の
ケ
ー
ス
や
利
得
の
消
滅
や
縮
減
が
給
付
対
象
の
瑕
疵
に
原
因
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
、
行
為
無
能

力
者
や
制
限
行
為
能
力
者
が
当
事
者
と
な
る
ケ
ー
ス
で
は
、
法
的
な
主
体
的
責
任
の
問
題
を
解
決
に
反
映
し
得
な
い
と
い
う
憾
み
も

あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
利
得
の
消
滅
や
縮
減
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
の
危
険
負
担
に
つ
い
て
も
明
確
な
答
え
を
出
し
え
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
狭
義
の
差
額
説
の
欠
点
を
克
服
し
、
差
額
説
を
引
用
す
る
判
例
法
に
内
在
し
て
い
る
「
当
初
の
契
約
の
双
務
性

を
尊
重
し
た
形
で
利
得
の
返
還
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
法
的
構
成
が
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ

（
4
）

（
5
）
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ン
・
ケ
メ
ラ
ー
（Ernst von Caem

m
erer

）
や
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
レ
ー
ザ
ー
（H

ans Georg Leser

）
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ

れ
る
。

ケ
メ
ラ
ー
は
、
差
額
説
は
、
そ
も
そ
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
八
条
や
「
利
得
」
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
か
ら
導
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

無
効
な
双
務
契
約
に
お
い
て
、
一
方
の
給
付
は
他
方
の
給
付
と
無
関
係
に
返
還
請
求
さ
れ
得
な
い
と
い
う
原
則
か
ら
導
出
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
給
付
利
得
の
返
還
の
際
に
は
契
約
解
除
の
際
の
一
般
的
な
清
算
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
主
張
す
る
。 

す
な
わ
ち
、
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
解
除
の
場
合
も
無
効
・
取
消
の
場
合
も
、
ま
た
給
付
が
双
方
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
た
か
否
か
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
双
務
性
に
則
し
て
、
債
権
＝
債
務
の
履
行
上
の
牽
連
関
係
や
消
滅
上
の
牽
連
関
係
が
尊
重
さ
れ
つ
つ
清
算
が
統
一
的

な
方
法
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
購
入
物
そ
の
も
の
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
利
得
が
滅
失
し
た
と
き
に
は
、
売
主
が
そ
の
危
険
を
負
担
し
、
そ
れ

が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
と
き
に
も
、
解
除
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
他
方
、
購
入
物
が
買
主
の
有
責
に
よ
っ
て
滅
失

し
た
と
き
や
、
買
主
が
有
責
で
な
い
場
合
で
も
、
そ
れ
が
買
主
の
使
用
中
に
滅
失
し
た
と
き
に
は
、
買
主
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に

な
る
。 

ま
た
、
双
方
の
返
還
給
付
の
相
互
依
存
性
の
原
則
は
、
買
主
の
意
思
表
示
が
売
主
の
詐
欺
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
も
貫
徹
す
る
。

そ
の
際
に
も
、
売
主
に
対
す
る
制
裁
と
い
う
不
当
利
得
法
の
評
価
は
適
切
で
は
な
く
、
詐
欺
行
為
に
対
す
る
法
的
効
果
は
、
売
主
に
不

法
行
為
責
任
や
債
務
不
履
行
＝
不
完
全
履
行
の
責
任
と
し
て
の
損
害
賠
償
義
務
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
。 　

な
お
、
こ
う
し
た
処
理
は
、
規
範
の
保
護
目
的
に
照
ら
し
て
、
未
成
年
者
が
締
結
し
た
無
効
な
契
約
の
際
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
さ

れ
る
。 

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
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）

（
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）

5

給付不当利得の消滅と受領者の「財産上の決定」（湯川）

― ―



レ
ー
ザ
ー
も
、「
事
実
的
双
務
関
係
」
と
い
う
着
想
に
よ
っ
て
、
ケ
メ
ラ
ー
と
ほ
ぼ
同
値
の
理
論
の
下
に
、
給
付
不
当
利
得
法
の
効

果
論
を
ヨ
リ
具
体
的
に
展
開
す
る
。

す
な
わ
ち
、
給
付
利
得
の
返
還
に
お
い
て
も
、
双
務
契
約
の
無
効
・
取
消
に
よ
っ
て
既
存
の
双
務
契
約
関
係
が
直
ち
に
消
滅
す
る
の

で
は
な
く
、
当
初
の
双
務
契
約
の
性
質
が
清
算
の
段
階
に
事
実
上
残
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
把
握
し
、
給
付
利
得
制
度
を
「
誤
っ
て
展

開
さ
れ
た
双
務
契
約
の
巻
き
戻
し
」
と
い
う
機
能
を
具
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
把
握
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
有
効
な
双
務
契
約
に
お
け
る
清
算
の
原
則
で
あ
る
、
旧
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
三
条
以
下
の
条
文
が
不
当
利
得
法
上
の
清
算
に
お

い
て
も
適
用
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
履
行
後
に
、
買
主
の
下
で
給
付
対
象
が
滅
失
し
た
と
き
、
買
主
は
自
身
の
利
得
が
現
存
す
る
限
り
で

売
主
に
反
対
給
付
（
＝
代
金
）
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

詐
欺
に
よ
る
取
消
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
レ
ー
ザ
ー
は
ケ
メ
ラ
ー
の
見
解
に
従
う
。

た
だ
し
、
買
主
の
返
還
不
能
の
原
因
が
売
主
の
領
域
内
に
あ
る
場
合
に
は
旧
三
二
四
条
（
＝
双
務
契
約
の
当
事
者
の
一
方
が
負
担
す

る
給
付
が
、
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
情
に
よ
っ
て
不
能
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
当
事
者
は
反
対
給
付
の
請
求
権
を
失
わ
な

い
）
が
適
用
さ
れ
、
買
主
は
損
傷
し
た
状
態
の
給
付
対
象
を
返
還
し
得
る
し
、
仮
に
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
返
還
せ
ず
に
代
金
の
返
還

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
行
為
無
能
力
者
・
制
限
行
為
能
力
者
に
つ
い
て
も
、
事
実
的
双
務
関
係
論
の
見
地
か
ら
そ
の
保
護
を
優
先
し
、
事
実
的
「
双

務
」
関
係
に
よ
る
拘
束
は
彼
ら
に
は
及
ば
な
い
と
す
る
。 

上
記
の
と
お
り
、
ケ
メ
ラ
ー
と
レ
ー
ザ
ー
の
給
付
利
得
論
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
ベ
ク
ト
ル
上
に
あ
る
が
、
ケ
メ
ラ
ー
が
不
当
利
得
法
を

解
除
法
に
整
合
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
レ
ー
ザ
ー
は
、
解
除
法
を
不
当
利
得
法
に
調
節
す
る
ほ
う
が
歴
史
的
な
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ

り
、
法
実
践
が
、
解
除
準
則
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ
り
、
類
似
の
清
算
手
段
で
あ
る
給
付
不
当
利
得
法
に
お
い
て
双
務
関
係

（
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の
余
後
効
果
を
承
認
し
た
こ
と
を
評
価
し
、
そ
こ
で
到
達
し
た
判
断
が
解
除
法
を
制
御
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。 

こ
の
た
め
、
実
際
の
問
題
解
決
に
お
い
て
も
、
両
者
の
見
解
に
差
異
が
生
じ
る
箇
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
給
付
対
象
が
偶
然
に
滅

失
し
た
と
き
、
ケ
メ
ラ
ー
が
当
該
危
険
を
旧
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
五
〇
条
（
＝
「
権
利
者
が
受
領
し
た
対
象
が
偶
発
的
に
滅
失
し
た
と
き
に
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
解
除
権
は
消
滅
し
な
い
」）
に
よ
っ
て
給
付
者
（
＝
売
主
）
の
負
担
と
解
す
る
の
に
対
し
て
、
レ
ー
ザ
ー
は
、
旧
Ｂ
Ｇ

Ｂ
三
二
三
条
（
＝
「
第
一
項　

双
務
契
約
の
一
方
が
負
担
す
る
給
付
が
両
当
事
者
の
責
め
に
帰
さ
な
い
事
情
に
よ
っ
て
不
能
と
な
っ
た

と
き
に
は
、
そ
の
当
事
者
は
反
対
給
付
の
請
求
権
を
失
う
。
一
部
不
能
に
際
し
て
は
、
反
対
給
付
は
、
第
四
七
二
条
・
四
七
三
条
の
規

定
に
よ
っ
て
縮
減
す
る
」）
に
則
し
て
こ
れ
を
受
領
者
（
＝
買
主
）
の
負
担
と
解
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
際
の
レ
ー
ザ
ー
の
見
解
は
差
額
説
に
則
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ケ
メ
ラ
ー
の
見
解
は
、
む
し
ろ
二
請
求
権
対
立

説
と
親
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

ケ
メ
ラ
ー
も
レ
ー
ザ
ー
も
、
判
例
法
と
し
て
の
差
額
説
を
前
提
に
、
そ
れ
が
内
在
し
て
い
る
法
思
想
を
追
求
す
る
と
い
う
方
法
で
、

給
付
不
当
利
得
制
度
を
解
釈
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
見
解
を
異
に
す
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
相
違
を
内
包
し
つ
つ
も
、
そ
の
大
ま
か
な
方
向
性
に
お
い
て
、
ケ
メ
ラ
ー
と
レ
ー
ザ
ー
の
見
解
は
ほ
ぼ
一

致
し
て
お
り
、
今
日
ま
で
の
支
配
的
な
見
解
で
あ
る
と
い
い
得
る
。

二　

フ
ル
ー
メ
の
給
付
不
当
利
得
理
論

フ
ル
ー
メ
は
、
通
説
で
あ
る
ケ
メ
ラ
ー
＝
レ
ー
ザ
ー
の
見
解
を
「
い
わ
ゆ
る
新
し
い
差
額
説
（die sogenannte neue 

Saldthorie

）」
と
呼
び
、
給
付
不
当
利
得
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
法
の
「
具
体
的
な
利
得
（
具
体
的
に
取
得
さ
れ
た
給
付
物
）」
と
い
う

概
念
把
握
か
ら
近
代
法
の
「
抽
象
的
利
得
」
と
い
う
概
念
把
握
へ
の
法
発
展
に
逆
行
す
る
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。 

（
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フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
近
代
法
に
お
け
る
「
利
得
」
と
は
、
返
還
債
務
者
の
も
と
で
生
じ
た
抽
象
的
な
財
産
の
増
加
で
あ
り
、
字
義

通
り
「
利
得
」
こ
そ
が
、
正
し
く
不
当
利
得
の
客
体
と
な
る
。 

フ
ル
ー
メ
は
、
ケ
メ
ラ
ー
＝
レ
ー
ザ
ー
の
給
付
不
当
利
得
論
が
上
記
の
よ
う
な
誤
っ
た
発
想
に
則
し
て
展
開
さ
れ
た
た
め
に
、
様
々

な
不
当
な
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

先
ず
、
ケ
メ
ラ
ー
＝
レ
ー
ザ
ー
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
八
条
三
項
を
善
意
の
利
得
者
に
対
す
る
例
外
的
な
特
恵
と
み
て
、
給
付
不
当
利
得

関
係
を
「
誤
っ
て
展
開
さ
れ
た
双
務
契
約
の
巻
き
戻
し
」
と
把
握
し
、
双
務
契
約
の
無
効
・
取
消
に
よ
っ
て
既
存
の
双
務
契
約
関
係
が

直
ち
に
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
当
初
の
双
務
契
約
の
性
質
が
清
算
の
段
階
に
事
実
上
残
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
把
握
す
る
こ
と
に
対

し
て
、
契
約
無
効
と
い
う
法
的
判
断
を
無
視
し
て
、
給
付
不
当
利
得
の
際
に
無
効
と
な
っ
た
双
務
契
約
の
双
務
性
の
貫
徹
を
容
認
す
る

こ
と
が
（
特
に
レ
ー
ザ
ー
に
お
い
て
は
直
接
的
な
効
力
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
）
批
判
さ
れ
る
。

フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
見
解
で
は
、
当
該
契
約
が
無
効
で
あ
る
か
ら
こ
そ
給
付
不
当
利
得
が
問
題
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

差
額
説
を
前
提
と
し
て
、
有
効
な
契
約
法
に
お
け
る
規
範
（
例
え
ば
、
解
除
規
定
）
が
不
当
利
得
法
の
内
容
と
し
て
適
用
さ
れ
る
と
い

う
矛
盾
が
生
じ
る
。

こ
の
矛
盾
は
、
給
付
不
当
利
得
の
消
滅
・
縮
減
の
際
の
法
的
構
成
と
具
体
的
な
処
理
に
お
い
て
顕
現
す
る
。

ケ
メ
ラ
ー
＝
レ
ー
ザ
ー
が
解
除
規
定
に
則
し
て
こ
の
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
フ
ル
ー
メ
は
次
の
よ
う
に
謂
う
。

近
代
的
な
不
当
利
得
法
に
お
い
て
は
、
不
当
利
得
と
し
て
受
領
さ
れ
た
も
の
と
因
果
関
係
の
あ
る
財
産
の
変
動
と
受
領
者
の
人
格
に

原
因
す
る
財
産
の
変
動
と
は
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
受
領
者
の
財
産
の
消
滅
・
縮
減
は
、
そ
れ
が
無
効
と
さ
れ

た
双
務
契
約
の
給
付
そ
の
も
の
と
因
果
関
係
に
あ
る
も
の
に
限
っ
て
利
得
の
消
滅
・
縮
減
と
し
て
責
任
を
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

受
領
者
の
人
格
に
か
か
わ
る
こ
と
は
、
受
領
者
自
身
の
人
格
的
な
財
産
に
お
け
る
問
題
と
把
握
さ
れ
、
受
領
者
自
身
の
固
有
な
リ
ス
ク

（
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に
帰
属
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
受
領
者
の
「
財
産
上
の
決
定
」（V

erm
ögensm

ässige Entscheidung

）
に
よ
る
利
得
の
消
滅
・
縮
減
は
、
受
領
者

自
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
給
付
不
当
利
得
の
返
還
に
際
し
て
、
自
動
車
の
買
主
は
、
受
領
し
た
自
動
車
を
自
身
の
財
産
と
し
て
引
き
受
け
た
後
、
使

用
中
の
事
故
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
と
き
に
は
買
主
が
危
険
を
負
担
し
、ガ
レ
ー
ジ
か
ら
盗
ま
れ
た
と
き
に
は
売
主
が
危
険
を
負
担
す
る
。

自
身
の
所
有
物
と
し
て
自
動
車
を
使
用
す
る
者
は
、
そ
れ
を
自
身
の
財
産
の
一
部
分
と
し
て
危
険
に
さ
ら
し
て
お
り
、
自
動
車
保
険
に

よ
っ
て
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
加
入
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
自
ら
自
身
の
財
産
を
賭
け
た

の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
自
身
が
そ
れ
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

さ
ら
に
、
財
産
損
害
が
発
生
し
た
場
合
、
例
え
ば
、
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
犬
を
購
入
し
、
代
金
の
支
払
と
引
渡
し
の
後
、
そ
の
犬
が

絨
毯
を
噛
み
損
傷
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
、
後
日
、
当
該
売
買
契
約
が
無
効
に
な
り
不
当
利
得
の
返
還
が
問
題
と
な
っ
た
と

き
、
買
主
は
絨
毯
の
損
傷
を
利
得
の
消
滅
・
縮
減
と
し
て
売
主
か
ら
の
犬
の
返
還
請
求
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

犬
が
絨
毯
を
噛
む
と
い
う
の
は
犬
の
本
来
的
な
属
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
給
付
対
象
の
瑕
疵
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
際
の

犬
の
保
有
に
よ
る
買
主
の
財
産
の
変
動
は
売
買
契
約
に
お
け
る
対
価
的
な
相
互
関
係
に
は
含
ま
れ
ず
、
受
領
者
と
し
て
の
買
主
の
人
格

に
お
け
る
「
財
産
上
の
決
定
」
に
起
因
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
犬
が
引
き
渡
し
前
か
ら
病
気
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
買
主
の
す
で
に
飼
っ
て
い
た
ペ
ッ
ト
に
伝
染
し
た
よ

う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
は
無
効
に
な
っ
た
双
務
契
約
の
給
付
そ
れ
自
体
と
因
果
関
係
に
立
つ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
八
条
三
項
の
抗
弁
が

可
能
に
な
る
。 

な
お
、
錯
誤
・
詐
欺
・
強
迫
に
基
づ
く
契
約
の
無
効
や
行
為
無
能
力
者
・
制
限
行
為
能
力
者
の
法
律
行
為
の
無
効
に
お
い
て
は
、
そ

（
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の
前
提
で
あ
る
自
由
意
思
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
そ
も
そ
も
「
財
産
上
の
決
定
」
は
考
慮
さ
れ
な
い
。 

も
っ
と
も
、
錯
誤
・
詐
欺
・
強
迫
に
基
づ
く
契
約
の
無
効
の
場
合
に
も
、
既
述
の
と
お
り
、
い
っ
た
ん
受
領
者
が
給
付
対
象
を
「
財

産
上
の
決
定
」
に
よ
っ
て
使
用
し
た
と
き
に
は
、
以
後
、
そ
の
決
定
の
リ
ス
ク
は
受
領
者
が
負
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
論
は
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
法
発
展
と
い
う
歴
史
認
識
の
下
に
、
固
有
の
人
格
概
念
と
自
由
意

思
の
法
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
財
産
上
の
決
定
」
と
い
う
概
念
用
具
を
介
し
て
、
彼
独
自
の
法
論
理
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
言
い

得
る
。 

第
三　

フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
と
給
付
不
当
利
得
論

一　

序　
　
　

説

前
節
に
概
観
し
た
と
お
り
、
フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
論
は
、
法
の
歴
史
的
な
考
察
に
基
づ
い
て
、
契
約
の
無
効
と
い
う
法
的
判
断
を

前
提
に
、
人
格
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
抽
象
的
な
利
得
を
返
還
の
対
象
と
し
、「
財
産
上
の
決
定
」
を
利
得
債
務
者
の
人
格
的
な
リ
ス

ク
を
引
き
受
け
る
事
実
的
な
行
為
と
し
て
提
案
す
る
。

そ
の
透
徹
し
た
論
理
に
は
、
類
型
論
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
給
付
不
当
利
得
論
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
強
い
説
得
力
が
あ
る
。

ま
た
、
両
者
を
併
せ
て
判
読
す
れ
ば
、
フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
論
が
、
そ
れ
と
相
前
後
し
て
書
か
れ
て
き
た
法
律
行
為
論
と
相
互
連

関
す
る
こ
と
は
判
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
に
お
け
る
彼
の
法
思
想
に
内
在
し
、
か
か
る
観
点
か
ら
フ
ル
ー
メ
の
不
当

（
23
）

（
24
）

（
25
）

10

獨協法学第107号（2018年12月）

― ―



利
得
論
を
概
観
す
る
。 

と
く
に
、
詐
欺
の
事
案
に
お
け
る
危
険
分
担
の
場
面
に
お
い
て
、
要
件
と
し
て
の
、
そ
の
適
用
や
事
実
認
定
が
や
や
難
解
に
み
え
る

「
財
産
上
の
決
定
」
と
い
う
概
念
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。

二　

フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論

（
１
）
意
思
＝
表
示
論

フ
ル
ー
メ
は
、「
個
々
人
の
、
自
分
自
身
の
意
思
に
従
っ
た
、
法
律
関
係
の
自
己
形
成
の
原
理
が
私
的
自
治
で
あ
る
」
と
す
る
。
私

的
自
治
は
、
法
律
関
係
の
創
造
的
な
形
成
に
お
い
て
、
個
々
人
の
自
主
性
を
承
認
す
る
。

私
的
自
治
は
、「
人
間
は
他
か
ら
の
制
約
な
し
に
自
分
自
身
を
規
定
す
る
（Selbstbestim

m
ung

）」
と
い
う
一
般
的
な
原
理
の
一

側
面
で
あ
り
、
基
本
法
に
よ
っ
て
、
法
秩
序
（Rechtsordnung

）
に
先
立
っ
て
存
在
し
、
法
秩
序
の
中
で
実
現
さ
れ
る
価
値
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
私
的
自
治
的
な
（
行
為
）
形
成
は
、
そ
の
形
式
・
内
容
に
お
い
て
法
秩
序
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
私
的
自
治
と
法

秩
序
と
は
、
私
的
自
治
的
行
為
が
妥
当
す
る
た
め
の
法
的
な
根
拠
と
し
て
密
接
不
可
分
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
フ
ル
ー
メ
は
、
自
己
規
定
を
法
律
行
為
の
本
質
的
な
規
定
要
素
と
み
る
厳
格
な
私
的
自
治
論
を
展
開
す
る
。

そ
の
厳
格
性
は
、
意
思
の
不
存
在
に
よ
っ
て
自
己
規
定
が
不
完
全
な
場
合
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
く
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

意
思
の
不
存
在
を
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
代
表
さ
れ
る
意
思
主
義
（
論
者
）
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
無
効
の
ド
グ
マ
は
意
思

表
示
を
実
質
的
に
自
己
規
定
行
為
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
結
果
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
錯
誤
を
取
り
消

し
の
根
拠
と
す
る
立
法
も
、
か
か
る
無
効
の
ド
グ
マ
と
帰
を
一
に
し
、
自
己
規
定
と
し
て
の
行
為
の
本
質
と
関
連
す
る
。
つ
ま
り
、
取

消
し
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
表
意
者
の
自
己
規
定
を
尊
重
す
る
か
ら
で
あ
り
、
意
思
の
不
存
在
の
と
き
に
は
、
自
己
規
定
に
よ
る
正
当

（
26
）

（
27
）

11

給付不当利得の消滅と受領者の「財産上の決定」（湯川）

― ―



化
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
結
果
を
一
般
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
思
表
示
は
自
己
規
定
行
為
と
し
て
、
表
意

者
の
み
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
人
に
も
関
連
す
る
社
会
的
な
行
為
で
あ
る
か
ら
、
法
律
関
係
の
形
成
と
し
て
の
意
思
表
示
の

本
質
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
己
規
定
の
不
存
在
と
い
う
「
危
険
」
を
、
誰
が
負
担
す
る
べ
き
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

意
思
の
不
存
在
の
問
題
に
関
し
て
、
自
己
規
定
に
信
頼
保
護
の
原
理
で
対
応
す
る
説
が
あ
る
が
、
信
頼
の
保
護
は
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
問
題
は
、
そ
れ
が
自
己
規
定
と
い
か
に
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
か
で
あ
る
。
自
己
規
定
に
は
「
自
己
責
任

（Selbstverantw
ortung

）」
が
必
要
で
あ
る
（gehören

）。
意
思
の
不
存
在
に
対
す
る
実
定
法
に
よ
る
規
制
に
お
い
て
は
、「
自
己

責
任
」
が
自
己
規
定
の
一
側
面
と
し
て
ど
の
程
度
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
か
、
す
な
わ
ち
、
表
意
者
は
自
己
規
定
と
表
裏
一
体
の
関
係
に

あ
る
「
自
己
責
任
」
を
根
拠
に
し
て
、
自
己
規
定
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
「
危
険
」
を
ど
の
程
度
負
担
す
る
べ
き
か
、
た
と

え
ば
錯
誤
に
よ
る
表
示
行
為
を
そ
の
ま
ま
妥
当
さ
せ
る
べ
き
か
（
否
か
）
が
問
題
と
な
る
。 

意
思
が
存
在
し
て
い
な
い
表
示
行
為
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
表
示
主
義
の
よ
う
な
表
示
の
絶
対
化
も
、
錯

誤
に
お
い
て
意
思
と
表
示
の
不
一
致
を
認
め
な
い
妥
当
理
論
（Geltungstheorie

）
も
必
要
な
い
。
意
思
が
存
在
し
て
い
な
い
意
思

表
示
は
、
自
己
規
定
内
容
が
正
当
化
根
拠
を
欠
い
て
い
る
ゆ
え
に
、
瑕
疵
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
を
当
然

に
無
効
と
す
る
姿
勢
は
概
念
法
学
の
謗
り
を
免
れ
得
な
い
。
そ
こ
で
は
自
己
規
定
と
表
裏
の
「
自
己
責
任
」
の
優
位
が
認
め
ら
れ
得
る
。

自
己
規
定
と
「
自
己
責
任
」
の
ど
ち
ら
に
優
位
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
は
、
間
接
的
な
私
的
自
治
で
あ
る
法
秩
序
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

る
が
、
意
思
表
示
が
自
己
規
定
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
己
責
任
に
お
け
る
法
形
成
で
あ
る
と
い
う
本
質
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
実
定

法
に
よ
る
規
制
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

私
的
自
治
は
、
表
意
者
の
側
の
自
己
規
定
に
始
ま
る
も
の
の
、
必
然
的
に
、
受
意
者
の
側
の
信
頼
、
あ
る
い
は
取
引
の
安
全
等
、
社

（
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会
関
係
の
中
で
初
め
て
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。 

し
か
し
、
フ
ル
ー
メ
は
、
そ
れ
を
自
己
規
定
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
裏
面
で
あ
る
「
自
己
責
任
」
と
の
相
関
に
お
い
て
、
表
意
者
の

主
観
的
な
側
面
か
ら
の
み
把
握
す
る
。

そ
う
し
て
、
た
と
え
ば
、
意
思
の
不
存
在
の
危
険
の
分
担
と
い
っ
た
客
観
的
判
断
は
、
法
秩
序
に
委
ね
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
フ
ル
ー
メ
の
私
的
自
治
概
念
は
、
表
意
者
個
人
の
意
思
、
そ
の
自
主
性
に
極
め
て
忠
実
で
あ
り
、
他
者
の
信
頼
や
取
引

の
安
全
に
い
か
な
る
対
応
を
す
る
べ
き
か
は
、
私
的
自
治
と
相
関
関
係
に
あ
り
、
私
的
自
治
の
一
部
分
で
あ
る
法
秩
序
が
決
定
す
る
と

い
う
、
自
己
完
結
的
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
ル
ー
メ
の
私
的
自
治
把
握
は
契
約
概
念
に
も
反
映
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
契
約
は
法
律
行
為
の
下
位
概
念
で
あ
り
、
各
々
の
締
約
者
が
自
己
規
定
に
お
い
て
約
束
し
た
ゆ
え
に
、
約
束
さ
れ
た
も

の
が
法
と
し
て
妥
当
す
る
。
契
約
＝
法
律
行
為
と
し
て
の
規
制
は
、
当
事
者
の
締
約
に
よ
っ
て
、
共
同
で
決
定
さ
れ
る
。

契
約
両
当
事
者
は
、
契
約
法
（lex contractus
）
を
法
的
に
妥
当
せ
し
め
る
が
、
そ
れ
を
自
己
の
利
益
に
相
応
し
た
も
の
と
考
え

る
か
否
か
は
各
々
の
問
題
で
あ
る
。
契
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
当
事
者
は
、
そ
の
内
容
が
法
で
あ
る
こ
と
を
現
す
の
で
あ
る
。

契
約
が
妥
当
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
当
事
者
間
で
（
事
前
に
）
交
渉
さ
れ
る
（aushandeln

）
こ
と
は
重
要
性
を
も
た
な
い
。
一

方
当
事
者
が
契
約
内
容
を
決
定
し
、
他
方
当
事
者
に
は
、
そ
の
内
容
で
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
（ob

）
と
い
う
「
選
択
」
の
み
が

残
さ
れ
て
い
る
と
き
で
も
、
他
方
当
事
者
の
同
意
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
相
互
に
了
解
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

他
方
当
事
者
の
利
益
は
対
立
的
に
守
ら
れ
、
締
約
の
際
の
契
約
両
当
事
者
の
協
同
が
契
約
に
お
い
て
対
立
す
る
利
益
を
正
義
の
観
点

か
ら
調
整
す
る
。

契
約
に
お
い
て
は
、
両
当
事
者
が
自
己
規
定
の
力
を
有
し
て
い
る
が
、
双
方
の
自
己
規
定
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
一
方
当
事
者
の
自

（
31
）
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己
規
定
が
、
他
方
当
事
者
に
対
す
る
「
一
方
的
な
他
者
規
定
（Frem

dbestim
m

ung

）」
に
な
ら
な
い
よ
う
な
前
提
の
下
で
、
は
じ

め
て
契
約
に
お
け
る
私
的
自
治
が
実
現
さ
れ
得
る
。 

契
約
交
渉
が
有
し
て
い
る
契
約
正
義
の
実
現
と
い
う
機
能
、
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
締
約
＝
合
意
に
至
る
こ

と
の
意
義
は
、
フ
ル
ー
メ
に
お
い
て
は
重
要
視
さ
れ
な
い
。
法
律
行
為
の
本
質
は
、
表
意
者
の
目
的
的
行
為
に
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
規

定
に
よ
る
、
き
わ
め
て
主
観
的
な
私
的
自
治
で
あ
る
と
い
う
の
が
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
の
根
幹
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
他
者
と
の
利
益
の
調
整
と
い
っ
た
、
契
約
に
お
け
る
実
質
的
な
正
義
は
、
法
秩
序
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
。

上
記
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
契
約
概
念
に
則
し
て
、
フ
ル
ー
メ
は
自
ら
の
契
約
解
釈
理
論
を
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

法
律
関
係
の
私
的
自
治
的
形
成
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
行
為
類
型
（A

kttypus

）
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
こ

う
し
た
行
為
が
法
律
行
為
で
あ
る
。
契
約
＝
法
律
行
為
は
、
規
則
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
関
係
の
変
動
を
目
的
と
し
て
行

わ
れ
る
。
目
的
的
な
法
律
関
係
の
形
成
行
為
は
、
個
人
の
自
己
の
意
思
に
よ
る
形
成
行
為
と
し
て
、
規
則
を
妥
当
さ
せ
る
意
思
の
表
明

を
必
要
と
す
る
。

上
記
の
よ
う
に
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
規
則
が
妥
当
せ
し
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
法
律
関
係
の
変
動
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

内
容
か
ら
、
法
律
行
為
は
法
的
妥
当
の
表
示
（
意
思=
表
示
）
で
あ
る
。

意
思
表
示
＝
法
律
行
為
に
お
い
て
は
、
意
思
と
表
示
が
本
質
的
に
結
合
さ
れ
て
在
り
、
そ
れ
は
単
な
る
内
的
意
思
の
通
知

（M
itteilung

）
で
は
な
く
、
意
思
の
実
現
（W

illensvollzug

）
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
意
思
表
示
を
妥
当
表
示
（Geltungserklärung

）
と
考
え
る
こ
と
は
、
意
思
＝
表
示
を
前
提
と
す
る
「
意
思
主
義
」
と

矛
盾
し
な
い
。 

（
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意
思
表
示
＝
法
律
行
為
は
、
一
般
に
他
人
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
他
人
が
そ
の
規
制
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
限
り
、
他
人
＝
受
意
者
は
、

原
則
と
し
て
そ
の
規
制
の
設
定
に
協
力
し
、
契
約
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
規
制
は
相
互
に
了
解
し
て
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

表
意
者
と
受
意
者
が
共
通
の
理
解
で
ひ
と
つ
の
規
制
を
設
定
し
た
場
合
（
契
約
当
事
者
の
み
で
第
三
者
が
介
在
し
な
い
と
き
）
に
は
、

表
示
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
規
制
を
、
そ
の
ま
ま
、
当
事
者
間
に
共
通
の
事
実
上
理
解
さ
れ
た
意
味
で
妥
当
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
事
実
上
の
理
解
に
基
づ
い
て
表
示
が
な
さ
れ
た
の
か
が
不
明
の
と
き
や
、
表
示
関
係
者
の
多
数
が
共
通
の
理

解
を
得
て
い
た
こ
と
が
確
定
で
き
な
い
と
き
に
は
、
規
範
的
な
解
釈
（norm

ativ A
uslegung

）
が
必
要
に
な
る
。

契
約
＝
法
律
行
為
の
規
範
的
解
釈
は
、「
意
思
」
の
確
定
で
は
な
く
て
、
法
律
行
為
的
規
制
の
内
容
の
確
定
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

法
律
行
為
は
自
己
規
定
に
よ
る
法
律
関
係
の
意
思
的
形
成
行
為
で
あ
る
か
ら
、
規
範
的
解
釈
も
意
思
的
形
成
の
表
明
と
し
て
の
、
法
律

行
為
的
表
示
を
評
価
（w

erten

）
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
法
律
行
為
的
規
制
が
「
意
思
さ
れ
た
」
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
る
べ
き
か
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
範
的
解
釈
に
お
い
て
は
、
法
律
行
為
的
表
示
の
周
辺
に
あ
る
諸
々
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
地
が
あ
る
が
、

考
慮
の
対
象
と
な
る
諸
事
情
は
、
相
手
方
そ
の
人
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
基
準
に
な
る
の
は
、
表
意
者
の
「
表

示
の
」
諸
事
情
で
あ
る
。

解
釈
は
相
手
方
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
が
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
諸
事
情
を
、
相
手
方
が
事
実
知
覚
し
た
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
相

手
方
に
と
っ
て
知
覚
し
得
る
と
評
価
さ
れ
、
諸
事
情
の
知
・
不
知
に
つ
い
て
、
相
手
方
に
帰
責
せ
し
め
得
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か

否
か
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
る
。 

規
範
的
解
釈
に
お
い
て
は
、
表
意
者
そ
の
人
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
表
示
の
意
味
は
、
表
意
者
に
、
他
な

（
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ら
ぬ
「
表
意
者
の
表
示
の
意
味
と
し
て
」
帰
責
せ
し
め
得
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

す
で
に
判
明
の
よ
う
に
、
フ
ル
ー
メ
に
お
い
て
、
法
律
行
為
と
は
、「
選
択
（ob

）」
を
含
む
、
自
己
規
定
「
行
為
（A

kt

）」
そ
の

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
行
為
の
成
果
と
し
て
の
当
事
者
間
の
裸
の
意
思
関
係
が
、
そ
の
ま
ま
契
約
内
容
と
し
て
妥
当
す
る

の
は
、
契
約
＝
合
意
内
容
＝
規
制
内
容
が
「
当
事
者
間
に
共
通
の
事
実
上
理
解
さ
れ
た
意
味
」
と
同
値
で
あ
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
、「
ど
の
よ
う
な
事
実
上
の
理
解
に
基
づ
い
て
表
示
が
な
さ
れ
た
の
か
が
不
明
の
と
き
や
、
表
示
関
係
者
の
多
数
が
共
通

の
理
解
を
得
て
い
た
こ
と
が
確
定
で
き
な
い
と
き
」
に
は
、「
表
示
と
し
て
外
面
に
現
れ
た
事
実
が
社
会
的
・
法
的
に
い
か
な
る
意
味

を
有
す
る
の
か
を
、
規
範
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
画
定
す
る
必
要
が
あ
り
」、
そ
こ
で
は
、
表
意
者
が
意
思
疎
通
の
た
め
に
何
ら
か
の
自

己
責
任
を
負
う
べ
き
か
否
か
と
い
う
帰
責
の
判
断
を
介
し
て
、「
ど
の
よ
う
な
法
律
行
為
的
規
制
が
『
意
思
さ
れ
た
』
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
る
べ
き
か
」
が
問
題
と
な
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
フ
ル
ー
メ
は
、「
法
律
行
為
そ
の
も
の
」
を
「
当
該
法
律
行
為
の
も
つ
社
会
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
か
ら
切
り

離
し
て
考
察
の
対
象
と
し
、
前
者
に
対
し
て
は
、
原
則
的
に
は
、
そ
れ
が
自
主
性
・
自
己
規
定
性
を
有
す
る
「
行
為
」
の
み
で
あ
る
と

す
る
、
き
わ
め
て
厳
格
で
狭
隘
な
法
律
行
為
論
で
応
じ
、
後
者
に
対
し
て
は
、
法
秩
序
を
介
し
て
、
契
約
当
事
者
の
自
主
性
・
自
己
規

定
性
と
無
関
係
の
、
意
味
の
持
ち
込
み
を
実
質
的
に
許
容
す
る
規
範
的
解
釈
を
提
示
す
る
か
に
み
え
る
。 

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
積
極
な
行
為
で
は
な
い
、
た
と
え
ば
、
不
作
為
・
沈
黙
あ
る
い
は
裸
の
事
実
と
し
て
の
「
お
こ
な
い
」

と
い
っ
た
外
面
の
事
実
が
表
示
と
し
て
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

（
２
）
不
作
為
・
沈
黙
・
裸
の
事
実
と
し
て
の
「
お
こ
な
い
」
の
規
範
的
解
釈

フ
ル
ー
メ
が
、
表
示
と
し
て
の
不
作
為
・
沈
黙
・
裸
の
事
実
と
し
て
の
「
お
こ
な
い
」
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い

（
34
）

（
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）
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た
の
か
は
、
彼
の
「
黙
示
の
意
思
表
示
」
理
論
、「
事
実
的
契
約
関
係
」
理
論
、「
社
会
類
型
的
な
態
様
」
理
論
、
約
款
論
を
概
観
す
る

こ
と
で
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。

フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
沈
黙
が
、
言
葉
に
よ
る
表
示
と
同
様
に
、
法
律
関
係
の
目
的
的
形
成
と
し
て
、
意
思
表
示
の
表
示
記
号
と
な

る
た
め
に
は
、
当
該
沈
黙
が
意
思
表
示
に
な
る
と
い
う
当
事
者
間
の
了
解
の
も
と
で
、
沈
黙
者
が
、
そ
の
沈
黙
状
態
が
意
思
表
示
の
表

示
記
号
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
際
、
沈
黙
は
ひ
と
つ
の
積
極
的
表
示
で
あ
り
、
言
葉
に
よ
る
表
示
と
同
様
、
意
識
さ
れ
た
一
個
の
意
思
表
示
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
さ
な
い
、
単
な
る
意
思
表
示
の
不
作
為
と
し
て
の
沈
黙
、
あ
る
い
は
裸
の
事
実
と
し

て
の
「
お
こ
な
い
」
は
、
意
思
表
示
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、「
単
な
る
意
思
表
示
の
不
作
為
と
し
て
の
沈
黙
」
も
、
取
引
に
お
い
て
は
、
法
的
な
重
要
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
既
述
の
と
お
り
、「
単
な
る
意
思
表
示
の
不
作
為
と
し
て
の
沈
黙
」・
裸
の
事
実
と
し
て
の
「
お
こ
な
い
」
は
意
思
表
示

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
法
的
効
果
は
目
的
を
も
っ
た
法
律
行
為
的
な
形
成
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
法
律
上
の
ひ
と
つ
の
「
態
様
（V

erhalten
）」
の
法
的
な
評
価
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
る
種
の
給
付
の
請
求
と
い
う
態
様
に
よ
っ
て
債
権
的
な
有
償
の
給
付
関
係
が
成
立
す
る
場
合
（
た
と
え
ば
、
旅
館
で
、

テ
ー
ブ
ル
の
上
の
パ
ン
を
客
が
手
に
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
代
金
支
払
い
義
務
が
発
生
す
る
と
き
）
に
は
、
沈
黙
の
外
観
は
特
別
の
意
味

を
も
つ
。

事
実
的
契
約
関
係
論
や
社
会
類
型
的
な
態
様
に
基
づ
く
債
務
関
係
論
は
、
上
記
の
よ
う
な
場
合
に
、
意
思
表
示
に
よ
る
法
律
関
係
の

成
立
を
認
め
な
い
が
、
そ
れ
は
正
当
で
は
な
い
。
不
作
為
・
沈
黙
が
特
定
の
法
律
関
係
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
者

に
と
っ
て
、
そ
れ
は
法
律
関
係
の
目
的
的
な
形
成
行
為
で
あ
っ
て
、
真
正
の
意
思
表
示
で
あ
る
。

（
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）

（
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）
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典
型
的
な
事
実
的
契
約
関
係
理
論
の
適
用
事
例
で
あ
る
、
大
量
交
通
＝
大
量
取
引
に
お
け
る
私
的
自
治
に
つ
い
て
、
フ
ル
ー
メ
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
量
交
通
＝
大
量
取
引
に
お
い
て
は
、
給
付
を
請
求
す
る
者
は
、
契
約
す
る
か
否
か
のob

を
決
定
す
る
に
過
ぎ
ず
、
事
実
上
そ
の

締
約
は
自
由
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
生
存
配
慮
（D

aseinsvorsorge

）
の
領
域
の
み
で
は
な
く
、
日
常
生

活
に
お
け
る
一
般
の
取
引
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
大
量
交
通
＝
大
量
取
引
が
こ
の
点
で
同
じ
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
機

能
す
る
私
的
自
治
が
原
理
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
電
車
に
乗
る
人
は
、
そ
れ
を
無
償
で
利
用

で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、「
乗
る
」
と
い
う
こ
と
で
有
償
で
提
供
さ
れ
る
運
送
給
付
を
請
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
締
結

に
際
し
て
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
必
要
な
い
。

有
償
に
提
供
さ
れ
た
給
付
を
「
請
求
」
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
法
律
行
為
は
、
反
対
表
示
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ

る
「
駐
車
場
事
件
」
の
ケ
ー
ス
で
も
、「
契
約
の
事
実
に
反
す
る
異
議
（V

erw
ahrung protesutatio facto contraria

）」
が
問
題

に
な
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

有
償
の
給
付
を
請
求
す
る
者
は
、
言
語
的
な
意
味
で
の
「
表
示
」
は
し
て
い
な
い
が
、
社
会
類
型
的
に
有
償
と
し
て
提
供
さ
れ
た
給

付
を
受
領
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
有
償
の
法
律
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

給
付
が
す
で
に
提
供
さ
れ
、
そ
の
請
求
の
条
件
で
あ
る
対
価
が
確
定
し
て
い
る
と
き
、
既
述
の
ご
と
く
、「
表
示
」
に
は
、
給
付
の

請
求
そ
れ
自
体
以
外
は
不
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
法
的
効
果
を
推
測
し
う
る
単
な
る
「
態
様
」
で
は
な
い
。

一
般
に
、
有
償
に
提
供
さ
れ
た
給
付
を
請
求
す
る
者
は
、
内
容
の
詳
細
を
知
ら
な
い
場
合
で
も
、
定
め
ら
れ
た
条
件
で
給
付
が
行
わ

れ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
有
償
に
提
供
さ
れ
た
給
付
の
請
求
は
、
法
形
式
を
意
識
し
た
行
為
で
あ
り
、
法
律
行
為
で
あ
る
。

（
40
）
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無
意
識
に
有
償
の
給
付
を
請
求
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
例
外
的
な
異
常
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
な
通
常
＝
一
般
の
ケ
ー
ス

こ
そ
、
こ
う
し
た
「
請
求
」
の
解
釈
学
的
な
整
理
に
お
い
て
は
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
存
配
慮
の
問
題
に
絡
め
て
法
律
行
為
論
を
変
容
さ
せ
る
必
要
は
な
く
、
大
量
交
通
＝
大
量
取
引
の
ケ
ー
ス
は
、
法
律
行
為
論
に
つ

い
て
何
ら
特
別
の
問
題
を
提
起
し
な
い
。

そ
も
そ
も
、「
契
約
関
係
」
と
い
う
の
は
、
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
法
律
関
係
の
謂
い
で
あ
り
、
事
実
的
契
約
と
い
う
用
語
は
そ

れ
自
体
矛
盾
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
自
己
の
「
態
様
」
に
よ
っ
て
外
観
（A

nschein

）
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
の
、
自
身
が
当
該
「
態
様
」
が
そ
の
よ

う
な
意
思
表
示
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
感
知
せ
ず
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
は
法
律
行
為
で
は
な
い
。

学
説
や
判
例
は
、
両
者
を
類
別
し
な
い
。

も
っ
と
も
、
法
的
に
重
要
な
「
態
様
」
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
責
任
要
件
の
要
素
と
し
て
、
ま
た
失
効
要
件
の
要
素
と
し
て
意
味
を

も
つ
。
そ
う
し
た
「
態
様
」
の
法
律
効
果
は
法
律
に
よ
っ
て
生
ず
る
が
、
沈
黙
が
意
思
表
示
に
な
る
と
い
う
当
事
者
間
の
了
解
の
も
と

で
、
沈
黙
者
が
、
そ
の
沈
黙
状
態
が
意
思
表
示
の
表
示
記
号
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
沈
黙
と
い
う

事
実
は
、
法
秩
序
が
意
思
表
示
に
よ
る
法
律
関
係
の
自
己
規
定
を
承
認
す
る
ゆ
え
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
フ
ル
ー
メ
は
、
約
款
に
よ
る
締
約
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
謂
う
。

約
款
は
契
約
当
事
者
の
自
己
規
定
で
は
な
く
、
約
款
を
提
示
し
た
者
に
よ
る
一
方
的
な
規
制
で
あ
る
。
か
か
る
一
方
的
な
規
制
が
契

約
の
規
則
の
一
構
成
部
分
と
な
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
間
の
合
意
、
法
律
あ
る
い
は
慣
行
に
よ
っ
て
、
約
款
が
「
指
示
さ
れ
る

（verw
eisen

）」
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
指
示
（V

erw
eisung

）」
に
よ
っ
て
、
約
款
の
提
示
者
に
規
制
が
委
ね
ら
れ
る
。
約
款

の
「
指
示
」
は
、
原
則
的
に
は
契
約
で
あ
る
が
、
一
定
の
場
合
に
は
法
秩
序
に
よ
る
そ
の
補
完
の
た
め
に
、
法
律
上
の
「
指
示
」
も
認

（
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め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
契
約
類
型
の
社
会
的
機
能
に
則
し
て
、
約
款
を
妥
当
せ
し
め
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
法

的
確
信
に
基
づ
く
場
合
で
あ
る
。 

フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
＝
私
的
自
治
論
に
お
い
て
、
か
か
る
約
款
の
「
指
示
」
と
、
事
実
的
契
約
関
係
論
に
お
け
る
「ob

（
選
択
）」

と
は
、
近
似
す
る
機
能
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
に
お
い
て
は
、「
行
為
」
と
「
態
様
」
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
。

法
律
行
為
の
本
質
は
、
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
「
法
的
規
則
の
私
的
自
治
的
な
形
成
」
で
あ
り
、
目
的
的
・
意
識
的
に
法
律
関
係

の
形
成
に
向
け
ら
れ
た
、
積
極
な
（
少
な
く
と
も
意
識
的
な
）「
行
為
」
の
み
が
法
律
行
為
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
沈
黙
が
意
思
表
示
に
な
る
と
い
う
当
事
者
間
の
了
解
に
基
づ
い
た
沈
黙
・
不
作
為
も
法
律
行
為
た
り
得
る
。

そ
う
し
て
、
法
的
効
果
を
企
図
さ
れ
な
い
沈
黙
・
不
作
為
・
裸
の
事
実
と
し
て
の
「
お
こ
な
い
」
と
い
っ
た
単
な
る
「
態
様
」
は
法

律
行
為
で
は
な
く
、
そ
れ
が
法
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
法
律
行
為
と
同
様
の
効
果
の
発
生
を
承
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。（

３
）
法
律
行
為
と
「
法
的
に
重
要
な
態
様
」

既
述
の
よ
う
に
、
フ
ル
ー
メ
は
、
法
律
行
為
を
法
的
規
制
の
私
的
自
治
的
な
形
成
で
あ
る
と
し
、
法
律
関
係
の
形
成
を
企
図
し
た
行

為
に
限
定
し
て
把
握
し
、
法
律
関
係
の
形
成
を
意
識
し
な
い
沈
黙
や
不
作
為
を
、「
態
様
」
と
し
て
、
法
律
行
為
と
峻
別
す
る
。

と
こ
ろ
で
、「
態
様
」
は
単
な
る
事
実
で
は
あ
る
が
、
そ
の
事
情
に
よ
っ
て
法
律
的
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
態
様
」
の
う
ち
、「
法
的
に
重
要
な
も
の
（rechtlich relevantes V

erhalten

）」
は
、
法
律
行
為
の
よ
う
な
規
制
で
は
な
く
、（
む

し
ろ
）
規
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
的
評
価
に
よ
っ
て
規
制
の
要
件
（T

atbestand

）
と
な
り
、
法
律
行
為
と
同
じ
効
果

（
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を
生
ぜ
し
め
る
。 

た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
に
規
定
さ
れ
た
「
法
律
に
よ
る
意
思
表
示
の
擬
制
（D

ie gesetzliche Fiktion von 

W
illenserklärungen

）」
で
は
、「
擬
制
」
に
よ
っ
て
一
定
の
権
利
変
動
を
発
生
さ
せ
る
契
機
と
な
る
、
意
思
表
示
で
は
な
い
不
作
為

が
挙
げ
ら
れ
る
。 

こ
れ
が
、「
態
様
」
の
う
ち
「
法
的
に
重
要
な
も
の
」
の
典
型
で
あ
る
。

ま
た
、「
失
効
（V

erw
irkung

）」
の
法
理
に
お
い
て
は
、
権
利
者
の
沈
黙
の
事
実
に
よ
っ
て
、
相
手
方
が
権
利
行
使
が
な
さ
れ
な

い
も
の
と
信
じ
そ
れ
を
前
提
に
行
動
す
る
場
合
、
権
利
者
に
よ
る
権
利
行
使
は
信
義
則
に
違
背
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
と
き
の
権
利
者
の
沈
黙
は
「
法
的
に
重
要
な
『
態
様
』」
の
典
型
で
あ
る
。 

な
お
、
契
約
交
渉
に
入
っ
た
両
当
事
者
に
対
し
て
、
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
に
お
い
て
、
説
明
義
務
・
解
明
義
務
や
保
持
義
務
が
課

さ
れ
る
と
す
る
契
約
締
結
上
の
過
失
に
対
す
る
責
任
論
も
「
法
的
に
重
要
な
『
態
様
』」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。 

多
く
の
論
者
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
理
論
を
、
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
へ
拡
張
さ
れ
た
信
頼
に
基
づ
く
法
定
の
債
権
＝
債
務
関
係

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
が
、
フ
ル
ー
メ
は
、
信
頼
思
想
・
信
頼
責
任
論
一
般
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
れ
がcondicio sine qua non

で
あ

る
と
き
で
も
、
信
頼
責
任
の
根
拠
に
な
り
基
準
に
な
る
も
の
は
、
信
頼
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
信
頼
を
基
礎
づ
け
る
「
態
様
」
で
あ
る

と
す
る
。 

フ
ル
ー
メ
は
、「
態
様
」
を
法
律
行
為
そ
の
も
の
か
ら
除
外
し
つ
つ
、
事
実
と
し
て
の
「
法
的
に
重
要
な
『
態
様
』」
に
つ
い
て
は
、

法
秩
序
適
用
の
契
機
と
し
て
扱
い
、
そ
れ
に
法
律
行
為
の
効
果
と
同
様
の
効
果
を
付
与
す
る
。 

そ
う
し
て
、
法
的
な
意
味
を
も
つ
態
様
の
抽
出
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
法
律
行
為
的
規
定
・
規
制
が
意
欲
さ
れ
た

（gew
ollt

）
も
の
と
解
さ
れ
る
か
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
相
当
広
範
な
諸
事
実
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
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）

（
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）

（
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）
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三　

フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
と
給
付
不
当
利
得
論

―
―
「
財
産
上
の
決
定
」
の
法
的
意
味
を
中
心
に
し
て
―
―

給
付
不
当
利
得
の
消
滅
に
つ
い
て
、
利
得
債
務
者
と
利
得
債
権
者
と
の
間
の
リ
ス
ク
の
分
配
を
考
え
る
上
で
、
フ
ル
ー
メ
は
「
財
産

上
の
決
定
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
析
出
し
た
。

そ
う
し
て
、
そ
れ
は
フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
論
の
中
心
的
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ル
ー
メ
は
、
当
概
念
に
つ
い
て
、
給
付
利
得
論
に
お
い
て
は
自
身
の
法
理
論
の
中
で
の
体
系
的
な
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
な
い
が
、

彼
の
法
律
行
為
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
そ
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

前
項
に
概
観
し
た
と
お
り
、
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
は
、「
個
々
人
の
、
自
分
自
身
の
自
由
意
思
に
従
っ
た
、
法
律
関
係
の
自
己

形
成
の
原
理
が
私
的
自
治
で
あ
る
」
と
し
て
、
法
律
関
係
の
創
造
的
な
形
成
に
お
け
る
個
々
人
の
自
主
性
を
重
要
視
す
る
。

フ
ル
ー
メ
は
、
そ
の
給
付
利
得
論
に
お
い
て
、「
利
得
」
と
は
、「
受
領
者
自
身
の
人
格
的
な
財
産
に
お
け
る
問
題
と
把
握
さ
れ
、
受

領
者
自
身
の
固
有
な
リ
ス
ク
に
帰
属
す
る
も
の
」
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
こ
に
謂
う
「
人
格
」
と
は
、
彼
の
法
律
行
為
論
に
お
け
る
「
私
的
自
治
的
な
（
行
為
）
形
成
は
、
そ
の
形
式
・
内
容
に
お
い
て
『
間

接
的
な
私
的
自
治
で
あ
る
法
秩
序
』
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
私
的
自
治
と
法
秩
序
と
は
、
私
的
自
治
的
行
為
が
妥
当
す
る
た
め

の
法
的
な
根
拠
と
し
て
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
、
ま
た
「
法
律
関
係
の
私
的
自
治
的
形
成
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
た
行
為
類
型
（A

kttypus

）
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
」
る
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
ま
た
、
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
全
体
、

と
り
わ
け
そ
の
規
範
的
な
契
約
解
釈
理
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
判
明
の
ご
と
く
、
個
々
人
の
裸
の
人
格
で
は
な
く
、「
規
範
的
な

人
格
」
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
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）
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そ
の
上
で
、「
財
産
上
の
決
定
」
に
お
け
る
「
決
定
」
の
法
的
意
味
が
問
題
と
な
る
。

フ
ル
ー
メ
が
、
そ
の
意
思
表
示
論
＝
法
律
行
為
論
に
お
い
て
自
己
「
決
定
」
と
解
す
る
の
は
、
第
一
に
自
己
規
定
「
行
為
（A

kt

）」

そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
法
状
況
に
よ
っ
て
は
「
選
択
（ob

）」
や
「
指
示
（V

erw
eisung

）」
が
含
ま
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
彼
の
不
当
利
得
論
に
お
け
る
「
財
産
上
の
決
定
」
は
、
す
で
に
無
効
と
な
っ
た
法
律
行
為
を
前
提
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
意
思
表
示
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
法
律
行
為
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
み
れ
ば
、
給
付
さ
れ
た
も
の
を
自
身
の
財
産
と
し
て
認
容
す
る
「
財
産

上
の
決
定
」
も
、
私
的
自
治
の
前
提
で
あ
り
自
由
意
思
に
基
づ
く
「
自
己
規
定
」
で
あ
る
こ
と
は
判
明
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
表
裏
の

関
係
に
あ
る
「
自
己
責
任
」
の
対
象
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
事
実
上
「
購
入
」
さ
れ
た
自
動
車
が
、
車
庫
か
ら
盗
ま
れ
た
際
に
は
「
財
産
上
の
決
定
」
は
認
め

ら
れ
な
い
が
、
そ
の
後
、
使
用
中
に
損
傷
し
た
と
き
に
は
「
財
産
上
の
決
定
」
が
認
め
ら
れ
る
と
説
か
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。 す

な
わ
ち
、「
自
己
規
定
」
で
あ
る
「
財
産
上
の
決
定
」
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
自
由
意
思
の
機
能
す
る
場
が
前
提
と
な
る
が
、
詐

欺
に
よ
る
意
思
表
示
に
基
づ
い
た
契
約
は
そ
れ
を
欠
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
契
約
か
ら
生
じ
た
対
価
的
給
付
の
保
持
そ
れ
自
体
は

「
財
産
上
の
決
定
」
で
は
な
く
、
そ
の
と
き
に
給
付
対
象
に
生
じ
得
る
リ
ス
ク
は
受
領
者
の
負
担
と
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
当
該
給
付
の
使
用
を
「
自
己
規
定
」
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
当
該
給
付
を
受
領
者
が
自
身
の
私
的
所
有
と
承

認
し
た
「
財
産
上
の
決
定
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
給
付
対
象
の
消
滅
は
、
受
領
者
の
過
責
と
は
無
関
係
に
「
自
己
責
任
」
の
対
象
と

な
ろ
う
。

な
お
、フ
ル
ー
メ
は
、「
行
為（A

kt

）」と
区
別
し
て
、法
律
関
係
の
形
成
を
意
識
し
な
い
沈
黙
・
不
作
為
や
裸
の
事
実
と
し
て
の「
お

（
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）

（
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）
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こ
な
い
」
を
「
態
様
（V

erhalten

）」
と
把
握
す
る
。

そ
う
し
て
、
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
に
お
い
て
は
、「
行
為
」
と
「
態
様
」
と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
、
原
則
と
し
て
「
態
様
」
は

法
律
行
為
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

し
か
し
、「
態
様
」
の
う
ち
、「
法
的
に
重
要
な
も
の
（rechtlich relevantes V

erhalten

）」
は
、
法
律
行
為
の
よ
う
な
規
制
で

は
な
く
、（
む
し
ろ
）
規
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
的
評
価
に
よ
っ
て
規
制
の
要
件
（T

atbestand

）
と
な
り
、
法
律
行
為

と
同
じ
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
自
己
規
定
」
で
あ
り
、
事
実
的
処
分
行
為
あ
る
い
は
管
理
行
為
で
あ
る
「
財
産
上
の
決
定
」
も
、
フ
ル
ー
メ
に
と
っ

て
給
付
不
当
利
得
の
消
滅
の
際
の
危
険
分
配
の
決
め
手
と
な
る
契
機
と
し
て
「
法
的
に
重
要
な
態
様
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
法
律
行
為

で
は
な
い
が
「
自
己
責
任
」
の
対
象
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
フ
ル
ー
メ
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
「
広
義
の
法
律
行
為
論
」
の
観
点
に
立
て
ば
、
彼
の
法
体
系
の
な
か
で
、「
財

産
上
の
決
定
」
は
「
法
的
に
重
要
な
態
様
」
と
い
う
概
念
と
も
親
和
的
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

そ
う
し
て
、「
財
産
上
の
決
定
」
の
事
実
認
定
に
際
し
て
は
、
法
律
行
為
の
も
つ
社
会
的
な
意
味
を
規
範
的
に
解
釈
す
る
際
に
そ
の

基
準
と
な
っ
た
法
秩
序
が
同
様
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。 

第
四　

結　
　
　

語

フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
論
は
、
ロ
ー
マ
法
か
ら
近
代
法
へ
の
法
発
展
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
対
象
を
当
事
者
間
の
抽
象
的
な
利
得
の
増

減
と
把
握
し
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
規
範
的
な
人
格
の
下
で
の
利
得
を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

（
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そ
の
上
で
、
給
付
不
当
利
得
が
、
無
効
と
い
う
法
的
効
果
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
直
視
し
、
利
得
の
消
滅
の
リ
ス
ク
の

分
配
に
際
し
て
、
受
領
者
の
「
財
産
上
の
決
定
」
と
い
う
、
独
自
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
見
出
す
。

そ
う
し
て
、
か
か
る
フ
ル
ー
メ
の
理
論
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
不
当
利
得
の
消
滅
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
対
す
る
理
論
的
認
識
を
一

層
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、「
財
産
上
の
決
定
」
と
は
、
自
由
意
思
の
法
原
理
に
基
づ
く
、「
私
的
自
治
」
の
前

提
で
あ
る
「
自
己
規
定
（Selbstbestim

m
ung

）」
で
は
あ
る
が
、
意
思
表
示
＝
法
律
行
為
の
無
効
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
積
極
に
他
者
に
向
け
た
法
的
効
果
の
発
生
を
企
図
す
る
も
の
で
は
な
い
ゆ
え
に
意
思
表
示
＝
法
律
行
為
で
は
な
い
。

私
見
に
よ
れ
ば
、「
財
産
上
の
決
定
」
と
は
、
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
に
お
け
る
「
自
己
規
定
」
と
同
値
で
あ
り
、
そ
の
効
果
と

し
て
の
リ
ス
ク
の
負
担
は
、「
自
己
規
定
」
と
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
法
律
行
為
の
意
思
が
存
在
し
て
い
な
い
表
示
に
よ
っ
て
相
手
方

が
被
っ
た
損
害
に
対
す
る
「
自
己
責
任
（Selbstverantw

ortung

）」
と
把
握
さ
れ
た
概
念
に
近
し
い
も
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
法
律
「
行
為
」
と
峻
別
さ
れ
る
「
態
様
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
、
そ
の
法
的
評
価
に
よ
っ
て
規
制
の
要
件

（T
atbestand

）
と
な
り
、
法
律
行
為
と
同
じ
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
「
法
的
に
重
要
な
態
様
（rechtlich relevantes V

erhalten

）」

と
把
握
さ
れ
た
法
概
念
に
親
し
い
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
、
い
か
な
る
事
実
が
「
財
産
上
の
決
定
」
と
評
価
さ
れ
る
の
か
は
、
判
例
を
は
じ
め
様
々
な
「
法
秩
序
」
に
よ
っ
て
判
断

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
フ
ル
ー
メ
の
給
付
不
当
利
得
論
は
、
彼
の
広
義
の
法
律
行
為
論
と
通
底
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
論
は
、
精
緻
な
歴
史
的
考
察
に
基
づ
き
、
透
徹
し
た
法
的
思
考
に
よ
っ
て
、「
財
産
上
の
決
定
」
と
い
う
、

利
得
の
消
滅
・
縮
減
を
め
ぐ
る
不
当
利
得
法
解
釈
に
お
け
る
本
質
的
か
つ
明
解
な
要
件
を
抽
出
し
た
。

（
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）
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そ
れ
は
法
に
お
け
る
「
自
由
意
思
」
の
原
理
に
則
し
た
理
論
的
な
透
明
性
と
い
う
点
で
も
、
ま
た
法
実
践
に
お
い
て
事
実
認
定
の
際

の
単
純
明
解
な
契
機
と
な
り
う
る
と
い
う
点
で
も
、
類
型
論
と
並
ん
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
な
お
注
目
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。

〔
附
記
〕

わ
が
恩
師
、
川
村
泰
啓
先
生
（
中
央
大
学
名
誉
教
授
）
が
昨
年
四
月
に
九
五
歳
で
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
、
こ
の
小
稿
を
も
っ
て
追
悼
の
意
を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
生
か
ら
は
多
大
な
学
恩
を
賜
り
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
初
め
て
フ
ル
ー
メ
の
著
作
に
触
れ
た
の
も
、
学
部
の
授
業
・
ゼ
ミ
で

の
報
告
に
際
し
て
、「
フ
ル
ー
メ
の
論
文
を
参
照
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
先
生
か
ら
の
ご
指
示
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

当
時
、
私
の
語
学
力
の
貧
し
さ
に
制
約
さ
れ
て
、
先
生
の
ご
教
示
を
レ
ポ
ー
ト
に
反
映
す
る
こ
と
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の

後
、
教
員
生
活
に
入
っ
て
か
ら
、
自
身
の
研
究
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
附
随
義
務
・
保
護
義
務
違
反
と
給
付
請
求
権
の
連
関
と
い

う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
際
に
、
英
米
法
の
不
実
表
示
の
法
理
・
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
・
フ
ァ
ー
ン
ズ
ワ
ー
ス
の
著

作
を
参
照
す
る
よ
う
に
ご
助
言
く
だ
さ
り
、
あ
わ
せ
て
「
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
を
読
ん
で
み
た
ら
」
と
の
ご
助
言
を
再
び
頂
戴
し

ま
し
た
。

フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
が
上
記
研
究
テ
ー
マ
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
得
る
の
か
の
考
究
も
い
ま
だ
道
半
ば
の
有
様
で
す

が
、
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
、
先
生
が
下
さ
っ
た
「
宿
題
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
さ
な
か
の
ノ
ー
ト
の
ひ
と
つ
で
す
。

（
１
）　 

フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
・
錯
誤
論
・
代
理
理
論
、
法
思
想
に
関
し
て
は
、
す
で
に
、
高
橋
教
授
、
山
下
教
授
ら
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
論
稿
が
あ
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る
（
た
と
え
ば
、
高
橋
三
知
雄
「
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
」〔
法
学
論
集
一
六
巻
四
・
五
・
六
号
〕、
同
『
代
理
論
の
研
究
』〔
昭
和
五
一
年
〕

八
七
頁
以
下
、
山
下
末
人
「
錯
誤
論
の
一
考
察
」〔
法
と
政
治
三
一
巻
二
・
三
・
四
号
〕、
同
「
現
代
法
律
行
為
論
の
一
視
点
（
二
）」〔
法
と
政
治

三
二
巻
二
号
〕、
同
『
法
律
行
為
論
の
現
代
的
展
開
』〔
一
九
八
七
年
〕
三
二
―
五
八
頁
、
同
「
フ
ル
ー
メ
の
法
律
行
為
論
―
そ
の
意
思
主
義
に
つ

い
て
―
」〔
法
と
政
治
四
四
巻
二
号
〕
等
を
参
照
）。

（
２
）　

フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
理
論
の
詳
細
か
つ
綿
密
な
研
究
と
し
て
、
川
角
由
和
『
不
当
利
得
と
は
な
に
か
』（
二
〇
〇
四
年
）
二
二
五
―
四
〇
四

頁
（
と
り
わ
け
二
二
五
―
三
〇
五
頁
）
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
フ
ル
ー
メ
の
不
当
利
得
論
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
我
妻
栄
『
債
権
各
論　

下

巻
一
（
民
法
講
義
Ⅴ
4
）』（
一
九
七
二
年
）
一
〇
六
二
頁
、
松
坂
佐
一
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
〔
新
版
〕』（
昭
和
四
八
年
）
二
二
九
―
二
三
〇
頁
、

山
田
幸
二
『
現
代
不
当
利
得
法
の
研
究
』（
一
九
八
九
年
）
一
六
〇
―
一
六
四
頁
、
本
田
純
一
「
無
効
な
双
務
契
約
の
清
算
と
不
当
利
得
（
上
）」（
判

例
タ
イ
ム
ズ
五
五
八
号
）
二
七
―
二
八
頁
、
同
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
（
三
）」（
成
城
法
学
第
六
号
）
七
五
―
七
六
頁
、
八
一
頁
（
註

一
九
）、
八
五
頁
、
八
九
頁
な
ど
を
参
照
。

（
３
）　 

不
当
利
得
を
「
他
人
の
財
貨
か
ら
の
利
得
」
と
「
給
付
利
得
」
と
に
類
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
要
件
・
効
果
の
相
互
規
定
性
が
追
及
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
所
有
権
と
契
約
の
分
化
に
則
し
て
、
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
、
ケ
メ
ラ
ー
、
レ
ー
ザ
ー
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
ド
イ
ツ
に
お

け
る
類
型
論
の
成
果
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
不
当
利
得
類
型
論
は
、
か
か
る
ド
イ
ツ
の
法
発
展
の
紹
介
・
導
入
に
始
ま
り
、
川
村
泰
啓
教
授

に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
の
私
的
所
有
と
契
約
の
法
的
保
護
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
論
に
則
し
た
固
有
の
体
系
的
な
定
在
を
与
え
ら
れ
た
（
川
村
泰
啓

「
返
還
さ
る
べ
き
利
得
の
範
囲
（
一
）
―
（
五
）」〈
判
例
評
論
五
五
号
、
五
七
号
、
六
四
号
、
六
五
号
、
六
七
号
〉、
同
「
一
つ
の
中
間
的
考
察
」

〈
判
例
評
論
七
二
号
〉、
同
「
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
諸
類
型
（
一
）
―
（
三
）」（
判
例
評
論
七
六
号
、
七
七
号
、
七
八
号
）、
同
「『
所
有
』

関
係
の
場
で
機
能
す
る
不
当
利
得
制
度
（
一
）
―
（
一
三
）」〈
判
例
評
論
一
一
七
号
、
一
二
〇
号
、
一
二
三
号
、
一
二
四
号
―
一
二
六
号
、

一
二
八
号
、
一
二
九
号
、
一
三
七
号
、
一
三
八
号
、
一
四
〇
号
、
一
四
二
号
、
一
四
四
号
〉、
同
「
給
付
利
得
制
度
」（
判
例
評
論
一
四
三
号
）、

同
「
不
法
原
因
給
付
制
度
と
類
型
論
」〈『
片
山
金
章
先
生
古
希
記
念
・
民
事
法
学
の
諸
相
』
二
二
八
頁
以
下
〉、
同
「
契
約
の
無
効
・
取
消
と
不

当
利
得
」〈『
契
約
法
大
系
第
Ⅶ
巻
（
補
巻
）』
一
五
四
頁
以
下
〉、
同
「
不
当
利
得
を
め
ぐ
る
体
系
上
の
諸
問
題
」
白
門
八
月
号
〈
一
九
六
八
年
〉、

同
「
不
当
利
得
と
因
果
関
係
」『〔
増
補
版
〕
判
例
演
習
（
債
権
法
２
）』〈
昭
和
四
八
年
〉
一
二
八
―
一
四
三
頁
）。
な
お
、
川
村
泰
啓
『
商
品
交

換
法
の
体
系　

上
』（
一
九
六
九
年
）
一
五
二
―
一
六
二
頁
、
二
六
〇
―
二
七
三
頁
、
同
『
商
品
交
換
法
の
体
系　

Ⅰ
』（
一
九
七
二
年
）
一
五
二

―
一
六
二
頁
、
二
七
六
―
二
九
一
頁
、
同
『
個
人
史
と
し
て
の
民
法
学
』（
一
九
九
五
年
）
三
七
―
一
六
二
頁
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
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そ
の
後
の
、今
日
に
至
る
わ
が
国
の
不
当
利
得
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、加
藤
雅
信『
加
藤
雅
信
著
作
集　

第
三
巻　

不
当
利
得
論
』（
二
〇
一
六

年
）
八
九
―
三
一
五
頁
（
特
に
、
一
〇
一
―
一
三
八
頁
・
一
九
二
―
三
一
五
頁
）、
土
田
哲
也
「
不
当
利
得
の
類
型
的
考
察
方
法
」『
民
法
講
座
６
』

（
一
九
八
五
年
）
一
―
四
三
頁
、
川
角
由
和
「
11
民
法
七
〇
三
条
・
七
〇
四
条
・
七
〇
五
条
・
七
〇
八
条
」『
民
法
典
の
百
年
Ⅲ
』（
一
九
九
八
年
）

四
六
九
―
五
五
七
頁
を
参
照
。

（
４
）　

ド
イ
ツ
の
判
例
・
裁
判
例
は
、
詐
欺
に
よ
る
給
付
利
得
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
は
二
請
求
権
対
立
説
を
採
用
す
る
（e.

g.,BGH
Z53,144;BGH

Z57,137

）。

（
５
）　

差
額
説
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
本
田
・
前
掲
論
文
「
無
効
な
双
務
契
約
の
清
算
と
不
当
利
得
（
上
）」（
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
八
号
）
二
二
頁
以

下
を
参
照
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
判
例
が
、
差
額
説
を
原
則
と
し
つ
つ
、
実
際
に
は
、
二
請
求
権
対
立
説
を
含
む
例
外
的
な
判
示
を
行
っ
て
き
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
同
論
文
二
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
６
）　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
請
求
権
対
立
説
か
ら
差
額
説
、
さ
ら
に
事
実
的
双
務
関
係
説
へ
の
展
開
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
川
村
泰
啓
「
返
還
さ

る
べ
き
利
得
の
範
囲
（
二
）」（anm

.3

）
七
頁
以
下
、
同
・「
給
付
利
得
制
度
」（anm

.3

）
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
７
）　Caem

m
erer, Bereicherung und unerlaubte H

andlung, F.S. für Rabel,Bd.1.,S.244.

（
８
）　Caem

m
erer, a.a.o.O

,S.333ff.,S.352.,S.386.

（
９
）　Caem

m
erer,

”Mortuus Redhibetur
”,Bem

erkungen zu den U
rteilen BGH

Z53,144 und 57,137,F.S.für K
.Larenz zum

 70.
Geburtstag,1973,S.633ff.

（
10
）　Caem

m
erer,a.a.O

.（anm
.9

）,S.637.

（
11
）　Caem

m
erer,a.a.O

.（anm
.7

）,S.262.,

な
お
、
ケ
メ
ラ
ー
の
不
当
利
得
論
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
川
村
泰
啓
「
返
還
さ
る
べ
き
利
得
の
範
囲
（
四
）」

（anm
.3

）
二
七
頁
以
下
、
同
「『
所
有
』
関
係
の
場
で
機
能
す
る
不
当
利
得
制
度
（
一
一
）」（anm

.3

）
一
二
〇
―
一
二
二
頁
（
特
に
一
二
二
頁
）

を
参
照
。

（
12
）　Leser,V
on der Saldtheorie zum

 faktischen Synallagm
a,S5.,S.144.,S.146ff.,

（
13
）　Leser.a.a.O

.S.144ff.

（
14
）　

当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
旧
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
三
条
三
項
と
旧
三
二
五
条
一
項
三
文
、
旧
三
二
七
条
二
文
を
介
し
て
、
契
約
＝
法
律
行
為
の
無

効
の
際
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
と
解
除
に
基
づ
く
原
状
回
復
請
求
権
と
は
競
合
関
係
に
あ
っ
た
。な
お
、解
除
法
に
つ
い
て
の
ケ
メ
ラ
ー
と
レ
ー
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ザ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
本
田
純
一
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
（
二
）」
成
城
法
学
四
号
七
九
頁
以
下
を
参
照
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
の
改
正
を
経
て
、
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
四
六
条
は
、
解
除
の
効
果
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「（
1
）
契
約
当
事
者
が
、
契
約
に
お
い
て
解
除
権
を
留
保
し
、
又
は
契
約
当
事
者
が
法
定
解
除
権
を
有
す
る
と
き
、
解
除
権
が
行
使
さ
れ
た

場
合
に
は
受
領
し
た
給
付
が
返
還
さ
れ
、
取
得
さ
れ
た
果
実
が
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
2
）
以
下
の
①
～
③
の
場
合
に
お
い
て
は
、
債
務
者
は
返
還
の
代
わ
り
に
価
値
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
返
還
又
は
引
渡
し
が
取
得
し
た
物
の
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
場
合

②
債
務
者
が
受
領
し
た
目
的
物
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
負
担
を
課
し
、
加
工
・
変
造
し
た
場
合

③
受
領
し
た
目
的
物
が
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
場
合
、
た
だ
し
、
用
途
の
規
定
に
従
っ
て
使
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
傷
は
こ
の
か

ぎ
り
で
は
な
い
。

（
3
）
以
下
の
①
～
③
に
お
い
て
は
価
値
賠
償
の
義
務
は
消
滅
す
る
。

①
解
除
原
因
で
あ
る
瑕
疵
が
、
目
的
物
の
加
工
・
変
造
に
よ
っ
て
始
め
て
生
じ
た
場
合

②
債
権
者
が
、
損
傷
・
滅
失
に
つ
い
て
責
め
を
負
い
又
は
目
的
物
が
債
権
者
の
下
に
あ
っ
た
と
し
て
も
損
害
が
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
場
合

③
法
定
解
除
の
事
例
で
、
権
利
者
が
、
彼
が
自
己
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
用
い
る
の
と
同
じ
注
意
を
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
損
傷
又
は
毀

損
が
権
利
者
の
下
で
生
じ
た
場
合

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
残
存
す
る
利
益
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
給
付
不
当
利
得
法
と
解
除
法
と
は
形
の
上
で
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
条

文
の
枠
組
み
の
な
か
で
フ
ル
ー
メ
の
給
付
不
当
利
得
論
や
類
型
論
が
今
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
他
日
を
期
し

た
い
。

（
15
）　Caem

m
erer,a.a.O

.（anm
.9

）,S.629ff.

な
お
、
同
条
の
沿
革
と
そ
の
後
の
同
条
解
釈
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
本
田
純
一
「
給
付
利
得
と
解
除

規
定
（
一
）」
成
城
法
学
一
号
二
九
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
16
）　

レ
ー
ザ
ー
の
不
当
利
得
論
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
川
村
泰
啓
「
返
還
さ
る
べ
き
利
得
の
範
囲
（
五
）」（anm

.3

）
三
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
17
）　

な
お
、
ケ
メ
ラ
ー
と
レ
ー
ザ
ー
の
類
型
論
の
本
質
的
な
相
違
に
つ
い
て
は
、
川
村
泰
啓
「
返
還
さ
る
べ
き
利
得
の
範
囲
（
五
）」（anm

.3

）

四
二
頁
を
参
照
。
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（
18
）　

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
当
利
得
制
度
に
つ
い
て
の
フ
ル
ー
メ
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
芹
澤
悟
「『
利
得
の
消
滅
』
と
ロ
ー
マ
法
源
―
Ｗ
・
フ
ル
ー

メ
『
利
得
の
消
滅
』
論
文
前
半
部
の
紹
介
」
亜
細
亜
法
学
二
九
巻
二
号
一
七
五
頁
以
下
。
な
お
、
フ
ル
ー
メ
の
ロ
ー
マ
不
当
利
得
法
研
究
の
評
価

と
し
て
、
川
村
泰
啓
「
返
還
さ
る
べ
き
利
得
の
範
囲
（
三
）」（anm

.3

）
二
―
三
頁
を
参
照
。

（
19
）　F

lum
e,D

er W
egfall der B

ereicherung in der E
ntw

icklung von R
öm

ischen zum
 geltenden R

echt,F
.S.für H

ans 
N

iederm
eyer,S.103ff.,insb.S.151.

（
20
）　Flum

e,a.a.o.（anm
.19

）,S165

－173.

（
21
）　Flum

e,a.a.o.（anm
.19

）,S155.

（
22
）　

行
論
の
展
開
か
ら
す
で
に
判
明
の
よ
う
に
、
フ
ル
ー
メ
は
「
他
人
の
財
貨
か
ら
の
利
得
」
と
「
給
付
利
得
」
と
の
類
別
を
重
要
視
し
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
彼
の
不
当
利
得
論
が
単
純
素
朴
な
「
公
平
説
・
統
一
論
・
一
元
説
」
に
帰
着
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
23
）　Flum

e,a.a.o.（anm
.19

）,S173.

こ
の
点
、
川
村
教
授
が
、
類
型
論
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
フ
ル
ー
メ
と
同
一
の
姿
勢
を
と
ら
れ
る
こ
と
に
は

留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（「『
所
有
』
関
係
の
場
で
機
能
す
る
不
当
利
得
制
度
（
一
三
）」（anm

.3

）
一
二
一
―
一
二
二
頁
）。

（
24
）　Flum

e,D
ie Saldotheorie und Rechtsfigur der ungerechtfertigten Bereicherung,A

cP194,S440f.

（
25
）　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
当
利
得
を
め
ぐ
る
そ
の
他
の
学
説
に
つ
い
て
は
、松
坂
佐
一『
最
近
の
ド
イ
ツ
不
当
利
得
論
の
概
観
』（
平
成
四
年
）、山
田
・

前
掲
書
（anm

.2

）
三
―
二
二
二
頁
、
本
田
・
前
掲
論
文
（anm

.2

）
二
七
―
三
六
頁
、
同
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
（
三
）」（
成
城
法
学
第
六
号
）

七
四
頁
以
下
な
ど
。

（
26
）　

本
節
は
「
契
約
＝
法
律
行
為
解
釈
に
お
け
る
『
私
的
自
治
』
と
『
法
秩
序
』
―W

erner Flum
e

の
規
範
的
契
約
解
釈
理
論
―
」
と
題
し
て
獨

協
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
七
号
に
掲
載
し
た
拙
論
と
一
部
重
複
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
当
論
文
中
の
フ
ル
ー
メ
の
見
解
の
引
用
部
分
の

訳
に
一
部
訂
正
を
加
え
た
の
と
、
当
該
部
分
が
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
問
題
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
重

複
を
厭
わ
ず
に
掲
載
し
た
。
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
27
）　Flum

e,A
llgem

einer T
eil des bürgerlichen Rechts,Bd.2.D

asRechetsgeschäft,4.A
ufl.,1992,1

－340.,insb.S.1ff.,291ff.

（
28
）　

た
と
え
ば
、Canaris

は
、
信
頼
責
任
を
、
私
的
自
治
＝
自
己
規
定
の
相
関
概
念
と
す
る
（Canaris,V

ertrauenhaftung in deutschen 
Privatrecht,S.439f.

）。

（
29
）　

規
範
的
解
釈
論
に
お
い
て
は
帰
責
の
モ
ー
メ
ン
ト
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
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（
30
）　Flum

e,a.a.O
.（anm

.27

）,S.59ff.

（
31
）　

た
と
え
ば
、
わ
が
国
民
法
の
母
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
下
で
、
英
米
法
の
影
響
を
う
け
つ
つ
「
表
示
」
に
つ
い
て
精
緻
な
分
析
を
試
み

るK
öndgen

は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

契
約
交
渉
は
、
段
階
的
に
濃
密
に
な
っ
て
ゆ
く
自
己
規
定
と
他
者
規
定
の
ひ
と
つ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
合
意
は
単
な
る
終
点
に
す
ぎ
ず
、
そ

こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
契
約
的
な
義
務
が
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
に
お
い
て
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立

す
る
度
に
、交
渉
当
事
者
は
、自
身
の
契
約
自
由
お
よ
び
交
渉
の
自
由
を
放
棄
し
、完
全
な
契
約
的
拘
束
へ
と
近
づ
く
の
で
あ
る
。交
渉
当
事
者
は
、

相
手
方
の
信
頼
を
得
る
た
め
の
勧
誘
（V

ertrauensw
erbung

）
と
し
て
の
自
己
表
示
（Selbstdarstellung

）
に
よ
っ
て
、
相
手
方
の
契
約
〈
期

待
〉
の
中
へ
取
り
込
ま
れ
、
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
て
自
己
拘
束
（Selbstbindung

）
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
自
己
表
示
は
、
将
来
の
相
手
方
の
契
約
の

〈
期
待
〉
範
囲
（Erw

artungshorizont

）
を
あ
ら
か
じ
め
構
成
し
、
給
付
結
果
に
関
す
る
合
意
の
背
景
と
な
る
状
況
を
規
定
す
る
。
そ
う
し
て
、

そ
れ
は
何
ら
具
体
的
な
給
付
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
「
枠
組
み
（Rahm

enbeziehung

）」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

自
己
表
示
＝
自
己
拘
束
は
、
法
律
関
係
の
形
成
を
志
向
し
て
お
り
、
名
宛
人
に
規
範
的
な
〈
期
待
〉
を
惹
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
個

人
の
同
一
性
は
、
社
会
的
な
相
互
作
用
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
中
で
の
み
確
立
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
般
に
個
人
の
行
為
態
様
（V

erhalten

）

は
継
続
的
で
あ
り
、
終
止
一
貫
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
表
示
は
相
手
方
の
同
一
性
の
構
成
部
分
と
な
る
。
従
っ
て
、

自
己
表
示
を
否
認
す
る
こ
と
は
、
相
手
方
の
同
一
性
を
危
う
く
す
る
こ
と
に
な
る
ゆ
え
、
あ
る
人
の
自
己
表
示
が
、
社
会
的
に
、
他
人
に
〈
期
待
〉

を
生
ぜ
し
め
、
そ
の
〈
期
待
〉
保
護
が
社
会
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
の
〈
期
待
〉
保
護
の
要
求
が
法
的
な
規
範
と
な

る
の
で
あ
る
。

K
öndgen

は
、
自
己
表
示
を
広
義
の
私
的
自
治
行
為
で
あ
る
と
し
、
自
己
表
示
に
よ
る
自
己
拘
束
を
契
約
責
任
・
準
契
約
責
任
と
し
て
位
置
づ

け
る
。
そ
う
し
て
、
当
該
責
任
を
直
接
契
約
関
係
に
は
な
い
当
事
者
間
に
も
認
め
る
。
例
え
ば
、
広
告
は
、
客
へ
の
情
報
提
供
と
い
う
機
能
と
、

締
約
へ
の
勧
誘
と
い
う
機
能
を
併
せ
持
っ
て
お
り
、
前
者
は
自
己
表
示
＝
自
己
拘
束
の
性
質
を
有
し
、
規
範
的
な
性
状
期
待

（Q
ualitätserw

artung

）
を
惹
起
し
、
後
者
は
客
を
締
約
へ
と
動
機
づ
け
る
。
し
か
も
、
こ
の
ふ
た
つ
の
機
能
は
分
離
し
得
な
い
。
従
っ
て
、

広
告
を
し
た
製
造
者
の
責
任
（W

erbeaussage

）
は
、
消
費
者
の
保
護
な
い
し
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
に
お
け
る
公
衆
へ
の
表
示
の
サ
ン
ク
シ
ョ

ン
の
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
告
は
、
商
品
の
性
状
に
つ
い
て
の
約
束
（Q

ualitätsversprechen

）
で
あ
り
、

締
約
へ
の
勧
誘
の
契
機
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
責
任
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
不
法
行
為
上
の
も
の
で
は
な
く
、
約
束
的
な
も
の
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（V
ersprechenshaftung

）
で
あ
る
（V

gl.,Selbstbindung ohne V
ertrag,1981,116ff.,noch vgl., 270ff.

）。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
のD

uncan 
K

ennedy

も
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
湯
川
益
英
「
契
約
の
準
備
段
階
に
お
け
る
説
明
義
務
の
基
礎
づ
け
に
関
す
る
中
間
的
考

察
」
成
蹊
大
学
法
学
政
治
学
研
究
第
一
八
号
（
一
九
九
八
年
）
五
八
―
五
九
頁
、
同
『
契
約
関
係
の
変
容
と
契
約
法
理
』（
二
〇
〇
〇
年
）
一
八
八

頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
32
）　Flum

e,a.a.O
.（anm

.27

）,S.599

－617.,insb.S.601ff.

（
33
）　

こ
う
し
た
見
地
は
、
契
約
内
容
の
確
定
作
業
と
、
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
に
お
け
る
説
明
義
務
の
存
立
と
が
相
互
に
連
関
し
、
競
合
関
係
に
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
湯
川
益
英
『
契
約
規
範
と
契
約
の
動
機
』（
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
34
）　Flum

e,a.a.O
.（anm

.27
）,S.307

－321.

（
35
）　Flum

e

は
、A

kt

と
し
て
の
意
思
表
示
と
、Regelung

と
し
て
の
意
思
表
示
を
峻
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
裸
の
当
事
者
意
思
か
ら
乖
離
す
る

可
能
性
を
認
め
る
（Flum

e,a.a.O
.（anm

.27

）,S.78ff.

）。

（
36
）　

も
っ
と
も
、
当
事
者
の
表
示
へ
の
意
味
付
与
を
帰
責
の
対
象
と
し
て
契
約
＝
法
律
行
為
の
内
容
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
規
範
的
解
釈
に
お
い
て

は
、
多
く
の
場
合
、
解
釈
の
結
果
は
、
一
方
当
事
者
の
事
実
上
の
契
約
内
容
理
解
に
一
致
す
る
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
接
し
た
も
の
に
な
る
）
こ

と
に
な
ろ
う
。

（
37
）　

一
般
に
は
、
法
律
行
為
は
、
相
手
方
の
信
頼
・
取
引
の
安
全
と
い
っ
た
社
会
的
要
素
を
必
然
的
な
規
定
要
素
と
し
て
存
立
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る（
例
え
ば
、Larenz, D

ie M
ethode der A

uslegung des Rechtsgeschäfts,1930,S.34

－69;K
öndgen,a.a.O

.（anm
.31

）,S.116ff.

）。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
を
除
外
し
た
、
自
己
規
定
・
自
己
責
任
の
み
で
完
結
す
るFlum

e

の
法
律
行
為
把
握
は
、
今
日
の
法
律
行
為
論
の
中
で
屹
立

し
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
。

（
38
）　V

gl.,H
aupt,Ü

ber faktische V
ertragsverhältnisse,Festschrift für Siber Bd.Ⅱ

.（1945

）；

神
田
博
司
「
公
益
事
業
に
お
け
る
法
律
関

係
の
一
考
察
―
い
わ
ゆ
る
事
実
的
契
約
関
係
」
上
智
法
学
創
刊
号
二
八
九
頁
以
下
、
同
「
事
実
的
契
約
関
係
論
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
号
『
ド

イ
ツ
判
例
百
選
』（
一
九
六
九
年
）
一
一
六
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
事
実
的
契
約
関
係
論
に
対
す
るFlum

e

の
見
解
に
つ
い
て
は
、

Flum
e,a.a.O

.（anm
.27

）,S.95

－104,insb.S.97

－101

を
参
照
。

（
39
）　

社
会
類
型
的
な
態
様
に
基
づ
く
債
務
関
係
論
に
対
す
るFlum

e

の
見
解
に
つ
い
て
は
、Flum

e,a.a.O
. （anm

.27

）,S.96ff.

を
参
照
。
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（
40
）　BGH

Z 21,319. 

ハ
ン
ブ
ル
グ
市
が
、
市
道
の
一
部
に
監
視
つ
き
の
有
料
駐
車
場
を
設
置
し
、
そ
の
管
理
・
運
営
を
Ｘ
（
私
企
業
）
に
委
託
し
て

い
た
。
Ｙ
は
、
自
身
の
自
動
車
を
頻
繁
に
当
該
駐
車
場
に
停
め
た
が
、
駐
車
に
際
し
て
、
Ｘ
の
従
業
員
ｘ
に
対
し
て
、
自
身
の
自
動
車
の
監
視
お

よ
び
管
理
、
駐
車
料
金
の
支
払
い
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
て
お
り
、
駐
車
料
金
は
未
払
い
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対

し
て
、
不
当
利
得
を
理
由
に
（
予
備
的
に
不
法
行
為
を
理
由
に
）、
未
払
い
の
駐
車
料
金
二
五
マ
ル
ク
の
支
払
い
を
求
め
た
。
第
一
審
は
Ｘ
の
請

求
を
認
め
た
が
、
第
二
審
は
、
Ｘ
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
存
在
を
認
め
つ
つ
、
駐
車
料
金
の
徴
収
は
、「
公
道
の
利
用
に
際
し
て
は
自
動
車

通
行
料
や
、
そ
れ
に
類
似
す
る
道
路
使
用
料
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
た
財
政
調
整
法
一
三
条
一
項
に
違
背
す
る
ゆ
え
、
同
請
求
権

は
行
使
し
得
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
は
、
本
件
事
案
が
財
政
調
整
法
一
三
条
一
項
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
を

判
示
し
た
う
え
で
、
ハ
ウ
プ
ト
ら
の
事
実
的
契
約
関
係
論
を
引
用
し
て
、「
特
別
の
標
識
の
あ
る
駐
車
区
域
を
監
視
時
間
中
に
駐
車
の
た
め
に
利

用
す
る
者
は
、す
で
に
、そ
う
し
た
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、駐
車
料
金
表
に
則
し
た
双
務
有
償
の
契
約
上
の
法
律
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

そ
れ
に
反
す
る
Ｙ
の
内
心
的
態
様
は
、
仮
に
、
Ｙ
が
そ
れ
を
ｘ
に
対
し
て
表
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
斟
酌
さ
れ
な
い
」
と
し
て
Ｘ
の
請
求
を
認

容
し
た
。

（
41
）　Flum

e,a.a.O
.（anm

.27

）,S.70f.,noch vgl.S.76ff.

（
42
）　Flum

e,Rechtsgeschäft und Privatautonom
ie, Festschrift zum

 hundertjahrigen Bestehen des D
eutschen Juristentags Bd1.

S.135ff.,noch vgl. Flum
e,a.a.O

.（anm
.27

）,S.668ff.

（
43
）　Flum

e,a.a.O
.（anm

.27

）,S.113

－133.

（
44
）　Flum

e,a.a.O
.（anm

.27

）,S.117

－120.

（
45
）　Flum

e,a.a.O
.（anm

.27

）,S.121ff.

（
46
）　Flum

e,a.a.O
.（anm

.27

）,S.128ff.

（
47
）　V

gl. Ballerstedt, Zur H
aftung fur culpa in contrahendo bei Geschaftabschlu㌼ durch Stellvertreter, A

cP.151,S.501ff., 
Ballerstedt

は
、「
信
頼
の
惹
起
」
と
「
信
頼
の
付
与
」
を
「
法
律
行
為
の
第
二
の
基
本
的
な
形
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
（「
法
律
行
為
の
第
一

の
基
本
的
な
形
」
と
は
、「
申
込
」
と
「
承
諾
」、
す
な
わ
ち
意
思
表
示
で
あ
る
と
さ
れ
る
）。
さ
ら
に
、T

hiele, Leistungsstorung und 
Schutzpflichtverletzung,JZ., 1967, S.649ff.; Canaris, Schutzgesetz-V

erkehrspflichten-Schutzpflichten

ʼF.S.für K
arl Larenz zum

 
80.Geburtstag,1983,S.27ff.

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
48
）　Flum

e,a.a.O
. （anm

.27

）,S.132f.

（
49
）　

こ
の
こ
と
は
、
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
に
お
け
る
説
明
義
務
の
法
的
性
質
を
考
察
す
る
上
で
、
ひ
と
つ
の
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
50
）　

本
節
二
の（
1
）お
よ
び（
2
）。

（
51
）　

本
節
二
の（
1
）。

（
52
）　

本
節
二
の（
3
）。

（
53
）　

本
節
二
の（
2
）お
よ
び（
3
）。

（
54
）　

こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
川
角
・
前
掲
書
（anm

.2

）
二
六
七
頁
（
註
七
二
）、
二
九
一
―
二
九
二
頁
、
三
〇
〇
頁
（
註
一
三
七
、

註
一
三
八
）。

（
55
）　

本
節
二
の（
1
）お
よ
び（
3
）。
既
述
の
と
お
り
、
フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
表
意
者
個
々
の
裸
の
意
思
の
表
明
が
直
接
的
な
私
的
自
治
で
あ
る
の

に
対
し
て
、「
法
秩
序
」
と
は
間
接
的
な
私
的
自
治
で
あ
り
、
実
定
法
や
判
例
・
裁
判
例
、
法
慣
習
を
指
す
（
湯
川
・
前
掲
論
文
〈anm

.26

〉

九
七
頁
以
下
）。
な
お
、「
財
産
上
の
決
定
」
の
事
実
認
定
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
（
＝
判
例
）
が
参
考
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
〇
年
一
月
八
日
判
決
（BGH

Z 53,144

）、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
一
年
一
〇
月
一
四
日
判
決

（BGH
Z 57,137

）、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
八
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
（BGH

Z 72,252

）。

（
56
）　

川
村
・
前
掲
「
返
還
さ
る
べ
き
利
得
の
範
囲
（
二
）」（anm

.3

）
七
頁
。
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