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は
じ
め
に

契
約
＝
債
務
不
履
行
責
任
の
限
界
を
画
定
す
る
た
め
に
は
、
従
来
、
概
ね
ふ
た
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
た
。

ひ
と
つ
は
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
を
め
ぐ
る
方
法
論
を
介
し
て
の
考
察
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
債
権
＝
債
務
の
構
造
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
給
付
義
務
論
・
給
付
附
随
義
務
論
・
保
護
義
務
理
論
を
介
し
た
接
近
）
で
あ
る
。 

ま
た
、
両
者
が
混
在
し
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
、
私
は
、
意
思
表
示
の
動
機
と
し
て
契
約
責
任
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
給
付
対
象
の
性
状
に
つ
い
て
、
主
と
し

て
後
者
の
観
点
か
ら
、
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
に
給
付
附
随
義
務
と
し
て
の
説
明
義
務
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
責
任
を
拡
張

し
、
こ
れ
を
契
約
法
上
の
保
護
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
合
理
性
と
実
際
的
意
義
に
つ
い
て
模
索
し
て
き
た
。 

本
稿
は
、
前
者
の
観
点
に
立
っ
て
、
こ
の
作
業
を
行
っ
て
み
た
い
。 

先
ず
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
理
論
と
錯
誤
論
を
概
観
し
、
そ
の
絶
大
な
影
響
力
の
も
と
に
、
給
付
対
象
の
性
状
が
、
一
般
に
動

機
錯
誤
の
一
環
と
し
て
の
法
的
処
理
を
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
理
由
と
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
ド
イ

ツ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
、
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
論
に
よ
り
つ
つ
、
給
付
対
象
の
性
状
を
契
約
＝
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て

把
握
し
う
る
準
拠
枠
組
み
の
一
部
（
ラ
ー
レ
ン
ツ
の
契
約
＝
法
律
行
為
（
意
思
表
示
）
解
釈
論
・
法
律
学
方
法
論
と
フ
ル
ー
メ
の
契
約

＝
法
律
行
為
解
釈
論
）
を
紹
介
す
る
。

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
契
約
法
が
、
当
初
か
ら
給
付
対
象
の
性
状
を
契
約
＝
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
評
価
し
う

る
制
度
的
な
構
造
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
意
義
を
検
討
す
る
。

（
1
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そ
う
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
契
約
の
動
機
の
う
ち
、
給
付
対
象
の
性
状
が
、
契
約
＝
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
の
保
障
対
象

と
な
り
得
る
こ
と
を
試
論
し
、
そ
の
範
囲
画
定
の
た
め
の
理
論
枠
組
み
と
要
件
・
効
果
に
つ
い
て
の
私
見
を
提
示
し
て
、
給
付
対
象
の

性
状
瑕
疵
に
対
す
る
契
約
法
的
保
護
の
在
り
方
―
と
り
あ
え
ず｢

約
束
的
性
状
保
障
の
法
理｣

と
名
づ
け
、
本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
名

称
を
用
い
る
―
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

第
一
章　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
動
機
錯
誤
論
と
約
束
的
性
状
保
障
の
法
理

第
一
　
序
説

Ｆ
・
Ｋ
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
そ
の
錯
誤
論
に
お
い
て
、
対
象
の
錯
誤
（
表
示
錯
誤
な
い
し
行
為
錯
誤
）
と
性
状
の
錯
誤
を

区
別
し
対
立
さ
せ
て
、
対
象
に
つ
い
て
の
表
示
錯
誤
を
擬
制
さ
れ
る
本
質
的
な
性
状
の
錯
誤
を
除
い
て
、
一
般
に
性
状
の
錯
誤
を
動
機

の
錯
誤
の
一
環
と
評
価
し
て
、
錯
誤
法
に
お
い
て
顧
慮
し
な
い
（
錯
誤
無
効
・
取
消
の
対
象
に
し
な
い
）
立
場
を
と
る
。

そ
う
し
て
、
性
状
の
錯
誤
一
般
は
、
そ
の
錯
誤
法
的
無
顧
慮
に
対
す
る
実
定
法
上
の
例
外
と
し
て
、
行
為
外
の
性
状
保
障
の
対
象
す

な
わ
ち
法
定
の
性
状
瑕
疵
保
障
（
＝
瑕
疵
担
保
責
任
）
の
対
象
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
表
示
内
容
と
現
実
と
の
不
合
致
で
あ
る
動
機
の
錯
誤
の
う
ち
、
表
意
者
一
方
の
内
心
の
意
思
決
定
の
レ
ベ
ル
の
不

合
致
に
止
ま
っ
て
い
る
場
合
（
契
約
の
一
方
当
事
者
の
思
い
違
い
の
ケ
ー
ス
）
は
別
に
し
て
も
、
一
方
当
事
者
の
締
約
の
動
機
が
相
手

方
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
う
る
と
き
、
す
な
わ
ち
契
約
の
当
事
者
双
方
の
諒
解
内
容
を
構
成
し
て
い
る
と
き
に
は
、
約
束
的
な
性
状
保
障

を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
何
ら
障
碍
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

3
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本
章
に
お
い
て
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
論
と
錯
誤
論
と
を
概
観
し
、
彼
が
、
一
部
例
外
を
除
い
て
、
一
般
に
性
状
の
錯
誤
を

動
機
の
錯
誤
と
把
握
し
た
経
緯
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
上
記
私
見
の
合
理
性
の
有
無
を
確
認
す
る
。

第
二
　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
論

一
　
意
思
と
表
示
の
関
係

意
思
関
係
を
、契
約
関
係
の
構
成
原
理
を
体
現
す
る
契
機
と
し
て
の
意
思
表
示
構
成
と
し
て
定
着
さ
せ
た
の
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
で
あ
る
。

そ
の
意
思
表
示
論
は
、
一
八
四
〇
年
の
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
第
三
巻
』
お
よ
び
一
八
五
三
年
の
『
債
務
関
係
法
第
二
巻
』
か
ら
抽
出

す
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
意
思
表
示
の
土
台
は
意
欲
（W

ollen

）
の
存
在
で
あ
」
る
。「〔
意
欲
は
、〕
内
に
秘
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
内
面
的
な
出
来
事
は
、
そ
れ
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
と
し
て
目
に
見
え
る
世
界
に
登
場
す
る
」。

「
意
思
表
示
は
、
債
務
契
約
に
お
い
て
は
、
給
付
の
約
束
に
関
す
る
意
思
関
係
の
両
翼
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
債
務
者
の
給
付

に
つ
い
て
の
同
意
の
意
思
の
表
示
と
債
権
者
の
要
求
の
意
思
の
表
示
と
で
あ
る
」。

す
な
わ
ち
、
契
約
に
お
け
る
意
思
関
係
は
「
内
心
の
意
思
」
と
「
表
示
」
と
の
ふ
た
つ
の
モ
ー
メ
ン
ト
か
ら
合
成
さ
れ
る
、「
同
意

の
意
思
表
示
」
と
「
要
求
の
意
思
表
示
」
か
ら
成
る
。

と
こ
ろ
で
、意
思
表
示
の
ふ
た
つ
の
要
素
す
な
わ
ち
意
思
と
表
示
と
を
一
つ
の
全
体
へ
と
結
合
さ
せ
る
と
い
う
問
題
が
、「
あ
た
か
も
、

こ
の
ふ
た
つ
の
要
素
が
、
そ
の
性
質
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
あ
る
人
の
意
思
が
他
の
人
の
意
思
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
と
同
様
に
別
個

独
立
で
あ
る
」
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
む
し
ろ
、
意
思
と
表
示
と
は
、
そ
も
そ
も

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

4

獨協法学第115号（2021年８月）

― ―



そ
の
性
質
に
照
ら
し
て
、
結
合
さ
れ
て
在
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。

な
ぜ
な
ら
ば
、
一
方
「
意
思
そ
の
も
の
（der W

ille an sich

）
は
、
本
来
、
唯
一
か
つ
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
法
的
な
効
果
を
生

み
出
す
力
を
有
す
る
た
だ
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
」
が
、
他
方
「
目
に
見
え
な
い
内
面
の
出
来
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
人
間

に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
内
面
的
な
出
来
事
を
認
識
す
る
た
め
の
契
機
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
徴
表
す
な
わ
ち
表
示
（der 

Erklärung

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
意
思
と
表
示
の
合
致
は
、
な
に
か
偶
然
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
具
備
し
て
い
る
本
性
に
適
っ
た
関
係
に

ほ
か
な
ら
な
い
」。

既
述
の
よ
う
な
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
理
論
は
「
意
思
主
義
」
と
評
さ
れ
、
表
示
主
義
と
対
比
さ
れ
て
、
そ
の
心
理
主
義
を
批
判

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
上
記
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
理
論
は
、
プ
フ
タ
の
意
思
主
義
の
よ
う
に
、
心
理
的
な

実
在
と
し
て
の
個
人
の
意
思
の
追
求
が
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
と
い
う
作
業
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
判
明
で
あ
ろ

う
。ま

た
、
そ
れ
が
、
意
思
と
分
離
さ
れ
た
表
面
的
な
（
記
号
的
意
味
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
）
表
示
の
意
味
を
追
求
す
る
も
の
で
も
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

意
思
と
表
示
を
別
個
独
立
の
も
の
と
し
て
対
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
表
示
＝
意
思
」
と
把
握
す
る
点
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

の
意
思
表
示
理
論
の
特
質
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
意
思
表
示
を
意
思
と
表
示
に
分
離
し
、
表
示
を
表
意
者
の
意
欲
を
相
手
方
に
伝
達
す
る
た

め
の
独
立
し
た
モ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
把
握
す
る
二
元
的
理
解
そ
の
も
の
が
超
越
さ
れ
て
お
り
、
意
思
の
実
現
形
態
（D

asein

）
と
し
て

（
8
）

（
9
）
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の
表
示
こ
そ
が
法
に
お
け
る
意
思
の
本
質
的
態
様
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
意
思
表
示
の
意
味
基
盤

と
こ
ろ
で
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、『
債
務
関
係
法
第
二
巻
』
に
お
い
て
、
契
約
に
よ
る
債
務
関
係
の
発
生
に
つ
い
て
、「
複
数
の
人
の
意

思
表
示
を
、
一
致
し
た
ひ
と
つ
の
意
思
表
示
に
ま
で
一
体
化
さ
せ
る
と
い
う
作
業
、
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
間
に
、
ひ
と
つ
の

債
務
関
係
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。 

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
意
思
表
示
は
、
た
だ
単
に
「
一
体
化
」
の
構
成
要
素
と
し
て
の
み
在
る
ば
か
り

で
は
な
く
て
、「
一
体
化
」
そ
の
も
の
に
等
置
さ
れ
て
も
在
る
。

こ
の
一
見
不
可
解
に
も
み
え
る
表
現
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
い
う
「
複
数
の
人
の
意
思
表
示
」
と
は
、
例
え
ば
、
契
約
の
一
方
当
事
者
の
意
思
表
示
と
他
方
当
事
者
の
意
思
表
示

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
を
「
一
致
し
た
ひ
と
つ
の
意
思
表
示
に
ま
で
一
体
化
さ
せ
る
」
こ
と
と
は
、
契
約
両
当
事
者
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
意
思
表
示
」
の
言
語
表
現
と
し
て
の
内
容
が
、
齟
齬
を
生
じ
る
こ
と
な
く
同
一
性
を
相
互
承
認
さ
れ
た
上
で
、
両
者
の

意
思
の
関
係
が
そ
の
内
容
を
確
定
す
る
事
態
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
同
書
に
お
け
る
次
の
記
述
か
ら
判
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

前
節
に
み
た
よ
う
に
「
債
務
契
約
に
お
い
て
、
意
思
表
示
は
、
給
付
の
約
束
に
関
す
る
意
思
関
係
の
両
翼
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
は
、
債
権
者
の
要
求
の
意
思
の
表
示
と
債
務
者
の
給
付
に
つ
い
て
の
同
意
の
意
思
の
表
示
と
で
あ
る
」。

そ
う
し
て
、「
法
は
そ
う
し
た
意
思
表
示
の
表
示
内
容
に
則
し
た
合
致
を
通
し
て
意
思
関
係
が
そ
の
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
該
意
思
関
係
が
そ
の
ま
ま
給
付
規
範
関
係
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
承
認
す
る｣

。 

（
10
）

（
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）
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し
た
が
っ
て
、
契
約
両
当
事
者
各
々
の
「
意
思
表
示
」
の
合
致
の
結
果
と
し
て
こ
れ
に
等
置
さ
れ
て
い
る
「
ひ
と
つ
の
意
思
表
示
」

と
は
、
一
体
化
の
構
成
要
素
で
あ
る
意
思
表
示
と
の
区
別
に
お
い
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
実
は
、
内
容
が
確
定
し
た
両
者
の
意
思
の
関

係
を
も
指
示
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
意
思
関
係
そ
の
も
の
が
意
思
表
示
に
二
重
映
し
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
意
思
関
係
＝
意
思
表
示
の
内
容
を
確
定
す
る
際
の
意
味
基
盤
が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
で

あ
ろ
う
。

先
ず
、「
意
思
表
示
の
意
味
＝
意
思
関
係
の
内
容
」
に
つ
い
て
契
約
当
事
者
間
に
齟
齬
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
が
合
法
で

あ
れ
ば
（
公
序
良
俗
に
違
背
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
）、
一
致
の
現
実
性
ゆ
え
に
、
そ
の
一
致
し
た
内
容
が
そ
の
ま
ま
給
付
規
範
関
係

へ
と
昇
華
さ
れ
る
。

次
に
、
契
約
両
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
「
意
思
表
示
の
意
味
＝
意
思
関
係
の
内
容
」
に
附
与
し
た
意
味
に
齟
齬
が
生
じ
た
と
き
に
は
、

こ
れ
を
「
一
致
し
た
ひ
と
つ
の
意
思
表
示
に
ま
で
一
体
化
さ
せ
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
思
表
示
の
解
釈
と
い
う
作
業
が
必
要
に
な
る
。

そ
う
し
て
、
そ
の
際
に
は
解
釈
の
た
め
の
準
拠
枠
組
み
と
し
て
の
意
思
表
示
の
意
味
基
盤
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
に
お
け
る
当
事
者
の
主
観
に
重
点
を
置
く
「
意
思
主
義
的
」
見
地
は
、
表
意
者
個
人
の
「
内
心
の
意
思
」

を
探
求
す
る
こ
と
の
合
理
性
を
主
張
し
、「
表
示
主
義
的
」
見
地
は
表
示
の
客
観
的
意
味
の
探
求
の
合
理
性
を
主
張
す
る
。

意
思
表
示
の
意
味
基
盤
に
関
す
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
見
解
は
、
当
然
、「
意
思
の
実
現
形
態
（D

asein

）
と
し
て
の
表
示
こ
そ
が
法
に

お
け
る
意
思
の
本
質
的
態
様
」
と
把
握
す
る
そ
の
姿
勢
を
反
映
し
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
意
思
主

義
的
（
＝
主
観
主
義
・
心
理
主
義
的
）
見
地
や
当
事
者
の
意
思
以
外
の
客
観
性
に
根
拠
を
求
め
る
表
示
主
義
的
見
地
の
い
ず
れ
に
与
す

る
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
得
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
次
節
に
も
概
観
す
る
彼
の
心
裡
留
保
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
も
推
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
心
裡
留
保
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
心
裡
留
保
と
は
表
示
が
意
思
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
意
者
が
自
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
心
裡
留
保
に
お
い
て
は
一
般
に

表
意
者
は
保
護
さ
れ
得
な
い
（
契
約
の
無
効
を
主
張
し
得
な
い
）。
こ
れ
は
、
表
示
は
信
頼
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
お
い

て
法
秩
序
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

信
頼
し
う
る
表
示
と
は
、
表
意
者
と
受
意
者
と
の
共
通
の
意
味
基
盤
の
上
に
投
影
さ
れ
た
表
示
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
裡
留
保
に

お
い
て
一
般
に
表
意
者
が
保
護
さ
れ
得
な
い
の
は
、
受
け
手
の
側
が
表
示
を
信
頼
し
て
い
る
蓋
然
性
が
高
く
、
ま
た
そ
う
し
た
受
け
手

の
側
の
認
識
が
合
法
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
は
、
原
則
的
に
は
、
当
該
表
示
が
指
示
す
る
一
般
的
（
と
い
う
こ
と

は
表
意
者
と
受
意
者
が
共
有
し
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
）
意
味
が
、
そ
の
ま
ま
意
思
表
示
の
意
味
に
な
る
こ
と
を
承
認
す
る
か
ら
で
あ

る
。こ

れ
に
対
し
て
「（
心
裡
留
保
に
よ
る
無
効
が
認
め
ら
れ
る
の
は
）
表
示
が
『
意
思
を
欠
い
た
表
示
』
で
あ
る
こ
と
を
受
意
者
の
側

が
認
識
し
う
る
場
合
に
、
認
識
し
う
る
範
囲
に
お
い
て
で
あ
」
る
。 　
　

つ
ま
り
、
心
裡
留
保
に
よ
る
無
効
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
表
示
が
「
意
思
を
欠
い
た
表
示
」
で
あ
る
こ
と
を
表
意
者
と
受
意
者
の
双

方
が
認
識
し
得
る
場
合
で
あ
り
、
こ
う
し
た
と
き
に
は
、
表
示
が
表
意
者
の
意
思
を
投
影
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
態
が
意
思
表

示
解
釈
の
正
当
な
帰
結
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
独
立
し
た
個
々
の
法
主
体
に
お
け
る
原
理
が
契
約
両
当
事
者
に
共
有
さ
れ
、

契
約
＝
法
律
行
為
は
無
効
に
な
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

す
な
わ
ち
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
心
裡
留
保
に
よ
る
無
効
が
法
的
世
界
に
お
け
る
規
則
と
し
て
通
有
す
る
か
否
か
は
、
表
意
者

が
意
思
表
示
に
附
与
し
た
特
別
な
意
味
（
表
示
が
意
思
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
）
が
、
受
け
手
と
の
間
の
主
観
の
共
通
性
に
お
い
て
認

（
12
）

（
13
）
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め
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
る
。

意
思
表
示
が
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
そ
の
理
解
の
基
盤
で
あ
る
表
意
者
の
主
観
と
受
意
者
の
主
観
と
が
共
通
し
て

い
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
は
、
表
示
の
意
味
に
つ
い
て
両
者
の
間
に
齟
齬
は
生
じ
な
い
と
解
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
意
思
表
示
の
解
釈
と
し
て
行
っ
て
い
る
作
業
は
、
表
意
者
の
有
し
て
い
る
意
味
基
盤
と
受
意
者
の
有
し
て
い

る
意
味
基
盤
の
双
方
に
お
い
て
理
解
さ
れ
う
る
表
示
の
意
味
の
探
求
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
姿
勢
は
、
法
が
言
語
と
同
じ
く
「
民
族
意
識
（
＝
民
族
共
通
の
核
心
）」
そ
の
も
の
の
中
で
生
き

て
お
り
、
ま
た
、
不
断
の
慣
用
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
言
語
と
同
一
視
さ
れ
う
る
と
い
う
彼
の
名
言
と
も
通
底
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
契
約
両
当
事
者
の
意
思
の
関
係
を
表
示
＝
意
思
そ
の
も
の
と
二
重
映
し
に
す
る
彼
の
姿
勢
に
も
鑑
み
れ

ば
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
志
向
す
る
意
思
表
示
の
解
釈
作
業
に
お
い
て
、
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
忖
度
さ
れ
敷
衍
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
表
意
者
の
理
解
と
受
意
者
の
そ
れ
が
齟
齬
し
て
い
る
際
の
意
思
表
示
の
意
味
基
盤
を
、
当
事
者
間

の
主
観
の
共
通
性
に
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
錯
誤
論

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
意
思
表
示
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
意
思
と
表
示
の
合
致
は
、
な
に
か
偶
然
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
具
備
し
て
い
る
本
性
に
適
っ
た
関
係
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
が
、「
こ
の
『
本
性
に
適
っ
た
関
係
』
が
乱
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」。 

「
そ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
意
思
と
表
示
の
不
合
致
が
発
生
す
る
。
こ
の
不
合
致
を
介
し
て
、
真
実
で
は
な
い
意
思
の

見
せ
か
け
だ
け
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
私
が
意
思
を
欠
い
た
表
示
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
」。 

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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こ
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
先
ず
「
意
図
さ
れ
ず
に
意
思
を
欠
い
た
表
示
（unabsichtliche Erklärung 

ohne W
ille

）」
と
い
う
錯
誤
構
成
を
導
出
す
る
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
さ
ら
に
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
謂
う
。

錯
誤
は
従
来
「
不
合
意
（dissensus

）」
と
し
て
法
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、「
意
図
さ
れ
ず
に
意
思
を
欠
い
た
表
示
」
は
、「
不

合
意
（D

issens
）
と
の
区
別
に
お
い
て
み
れ
ば
、「
個
々
の
当
事
者
の
意
思
が
同
じ
当
事
者
の
表
示
と
合
致
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
」
で

あ
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
心
裡
留
保
と
は
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。

前
節
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
心
裡
留
保
に
よ
る
無
効
が
認
め
ら
れ
る
の
は
「
表
意
者
の
し
た
表
示
が
『
意
思
を
欠
い
た
表
示
』
で
あ

る
こ
と
を
受
意
者
の
側
が
認
識
し
う
る
場
合
に
、
認
識
し
う
る
範
囲
に
お
い
て
で
あ
」
る
。
つ
ま
り
、
心
裡
留
保
に
よ
る
無
効
が
認
め

ら
れ
る
の
は
、
表
示
が
「
意
思
を
欠
い
た
表
示
」
で
あ
る
こ
と
を
表
意
者
と
受
意
者
の
双
方
が
認
識
し
得
る
場
合
で
あ
り
、
こ
う
し
た

と
き
に
は
、表
示
が
表
意
者
の
意
思
を
投
影
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
態
が
意
思
表
示
解
釈
の
正
当
な
帰
結
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
独
立
し
た
個
々
の
法
主
体
に
お
け
る
原
理
が
契
約
両
当
事
者
に
共
有
さ
れ
、
契
約
＝
法
律
行
為
は
無
効
に
な
る
と
解
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
心
裡
留
保
は
「
自
身
の
意
思
と
し
て
何
か
を
表
示
し
た
当
人
が
こ
の
表
示
と
対
立
す
る
意
思
を
彼
の
心
の
中
に
有
し
て

い
る
」
ケ
ー
ス
で
あ
り
、「
意
思
と
表
示
の
不
合
致
が
行
為
者
の
単
な
る
意
思
か
ら
独
立
し
て
客
観
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
」
錯
誤
と
は
区
別
さ
れ
る
。

け
だ
し
、
錯
誤
は
「
意
思
と
表
示
の
不
合
致
が
、
行
為
者
と
の
直
接
の
接
触
の
な
か
に
入
っ
て
く
る
人
に
と
っ
て
可
視
的
な
も
の
で

あ
る
か
可
視
で
あ
る
と
き
に
限
定
し
て
、
行
為
者
の
思
想
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
附
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
受
け
入
れ
ら
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れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
外
部
的
な
表
示
が
附
与
す
る
信
頼
性
の
う
え
に
法
秩
序
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。 

ま
た
、
彼
は
、
錯
誤
を
、
意
思
の
不
合
致
が
意
図
的
に
（absichtliche

）
意
思
を
欠
い
た
表
示
で
あ
る
虚
偽
表
示
と
対
比
し
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
、
そ
れ
が
意
図
さ
れ
る
こ
と
な
く
（unabsichtliche

）
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
要
素
＝
要
件
が
抽
出
さ
れ
る
。 

さ
ら
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、「『
表
示
』
と
い
う
契
機
は
、
表
示
行
為
の
態
様
に
応
じ
て
、
明
示
的
な
も
の
、
黙
示
的
な
も
の
、
ま
っ

た
く
の
沈
黙
に
よ
る
も
の
」
の
三
つ
に
類
別
さ
れ
る
と
説
く
。

可
視
で
あ
る
給
付
対
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
表
示
は
、
そ
の
様
態
か
ら
明
示
的
な
表
示
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
が
、

性
状
に
つ
い
て
の
隠
れ
た
そ
れ
は
、
当
該
性
状
が
特
約
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
た
場
合
を
除
け
ば
、
明
示
的
表
示
行
為
に
は
な
じ
ま
ず
、

黙
示
的
な
表
示
行
為
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
の
沈
黙
に
よ
る
表
示
行
為
と
親
和
的
で
あ
ろ
う
。

意
思
内
容
は
、
表
示
を
介
し
て
相
手
方
に
伝
え
ら
れ
た
内
容
（
表
示
か
ら
推
断
さ
れ
る
意
思
内
容
）
に
則
し
て
内
容
を
確
定
さ
れ
る
。

内
心
の
意
思
は
、
そ
れ
が
表
示
か
ら
推
断
さ
れ
る
意
思
内
容
に
対
応
し
て
い
な
い
場
合
、
し
か
も
当
該
不
合
致
が
表
示
行
為
に
際
し

て
の
錯
誤
（
誤
記
・
誤
伝
・
表
示
の
意
味
の
と
り
違
い
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
錯
誤
法
的
保
護
の
適
用
に
な
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、

こ
れ
を
不
真
正
の
（unachte

）
錯
誤
と
呼
称
す
る
。 

そ
う
し
て
、
表
示
と
い
う
契
機
と
結
び
つ
か
な
い
内
心
の
意
思
に
つ
い
て
は
、
錯
誤
保
障
が
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
内
心

の
意
思
の
形
成
過
程
に
お
け
る
事
実
誤
認
は
動
機
の
錯
誤
と
し
て
、錯
誤
法
的
保
護
の
枠
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
、真
正
の
錯
誤（achter 

Irrtum

）
と
呼
ば
れ
る
。 

な
お
、　

性
状
表
象
は
、
性
状
を
表
象
す
る
者
が
自
身
の
契
約
目
的
を
対
象
に
価
値
関
連
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
に
見
出
し
た

対
象
の
側
面
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
性
状
表
象
は
、
性
状
を
表
象
す
る
者
の
側
に
あ
る
主
観
的
な
価
値
観
点
に
還
元
さ
れ

（
17
）

（
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）

（
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）

（
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）
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る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
性
状
表
象
は
、
対
象
の
定
在
と
し
て
客
観
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
性
状
表
象
者
の
側
に
あ
る
主
観
的
で
個

別
具
体
的
な
価
値
（
契
約
の
目
的
・
契
約
の
動
機
）
で
あ
る
も
の
ま
で
の
範
囲
に
お
い
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
う
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
物
の
性
状
に
関
す
る
錯
誤
の
う
ち
、「
錯
誤
に
よ
り
前
提
さ
れ
て
い
る
物
の
性
状
が
、
現
実
の
取
引

の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
諸
概
念
に
し
た
が
う
と
、
そ
の
物
が
、
そ
れ
が
現
実
に
属
し
て
い
る
物
の
種
類
と
は
別
な
、
あ
る
種
類
の
物
に

入
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
」
を
「
本
質
的
錯
誤
（error in substantia

・Irrtum
 über die w

esentliche 

Eigenschaften

）」
と
し
て
抽
出
し
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
異
種
物
の
表
象
と
い
う
擬
制
的
な
操
作
を
介
し
て
表
示
錯
誤
概

念
を
拡
張
し
、
表
示
錯
誤
と
し
て
扱
う
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
性
状
錯
誤
で
あ
っ
て
も
、
本
質
的
錯
誤
で
は
な
い
性
状
錯
誤
は
、
内
心
の
意
思
レ
ベ
ル
で
の
錯
誤
構
成
に
則

し
て
、
動
機
錯
誤
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
本
質
的
錯
誤
で
は
な
い
性
状
錯
誤
」
は
、
意
思
表
示
法
レ
ベ
ル
で
の
保
護
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
が
、
錯
誤
法
の

次
元
で
顧
慮
さ
れ
な
い
も
の
の
、
法
律
の
側
か
ら
の
格
別
の
保
障
付
与
と
い
う
形
で
、
法
定
責
任
（das ganze Positive

）
と
し
て

瑕
疵
担
保
法
に
よ
っ
て
事
後
的
に
保
護
さ
れ
る
余
地
を
残
さ
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
両
当
事
者
の
意
思
の
関
係
と
し
て
の
法
的
評
価
、
す
な
わ
ち
両
者
の
約
束
の
レ
ベ
ル
で

の
保
障
か
ら
は
、
給
付
対
象
の
性
状
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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第
四
　
若
干
の
考
察

一
　
問
題
の
所
在

既
述
の
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
理
論
に
お
い
て
は
、
意
思
表
示
を
意
思
と
表
示
に
分
離
し
、
表
示
を
表
意
者
の
意
欲
を

相
手
方
に
伝
達
す
る
た
め
の
独
立
し
た
モ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
把
握
す
る
二
元
的
理
解
そ
の
も
の
が
超
越
さ
れ
て
お
り
、
意
思
の
実
現
形

態
（D

asein

）
と
し
て
の
表
示
こ
そ
が
法
に
お
け
る
意
思
の
本
質
的
態
様
と
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
表
意
者
の
意
思
表
示
理
解
と
受
意
者
の
そ
れ
が
齟
齬
し
て
い
る
際
の
意
思
表
示
の
意
味
基
盤
を
、
当
事
者

間
の
主
観
の
共
通
性
に
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
法
に
お
け
る
意
思
を
正
当
に
評
価
し
た
も
の
で
あ
り
、
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
に
お
け
る
意
味
基
盤
の
合
理
的
な

把
握
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
う
し
て
、
か
か
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
理
論
か
ら
は
、
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
に
お
い
て
、
給
付
対
象
の
性
状
を
意
思
解

釈
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
給
付
対
象
の
性
状
を
契
約
責
任
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
何
ら
障
碍
を
生
じ
ず
に
導
出
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
錯
誤
論
に
お
い
て
は
、
給
付
対
象
の
性
状
が
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、

意
思
解
釈
の
対
象
・
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
の
対
象
と
し
て
は
顧
慮
さ
れ
ず
、契
約
＝
債
務
不
履
行
責
任
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
既
述
の
ご
と
く
、
性
状
錯
誤
の
う
ち
、
本
質
的
錯
誤
で
は
な
い
性
状
錯
誤
は
、
内
心
の
意
思
レ
ベ
ル
で
の
錯
誤
構
成
に

則
し
て
、
動
機
錯
誤
と
し
て
扱
わ
れ
、
意
思
表
示
法
レ
ベ
ル
で
の
保
護
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
、
法
定
責
任
（das ganze 

Positive

）
と
し
て
瑕
疵
担
保
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
余
地
を
残
さ
れ
る
に
止
ま
り
、 
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
両
当
事
者
の
意
思

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）
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の
関
係
と
し
て
の
法
的
評
価
、
す
な
わ
ち
契
約
責
任
と
し
て
の
保
障
か
ら
は
、
給
付
対
象
の
性
状
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。 こ

う
し
た
矛
盾
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
私
見
の
ご
と
き
約
束
的
性
状
保
障
の
法
理
を
試
論
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う

か
。以

下
に
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。

二
　
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
権
利
対
象
観

前
節
に
概
観
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
錯
誤
論
は
、
古
典
後
期
の
ロ
ー
マ
法
の
錯
誤
法
と
同
値
の
法
的
な
構
成
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い

る
。 ロ

ー
マ
法
に
お
い
て
も
、
錯
誤
は
、「
対
象
」
の
錯
誤
（error in corpore

）
と
、
対
象
の
錯
誤
に
準
じ
た
「
本
質
的
な
性
状
錯
誤
」

（error in substantia

・Irrtum
 über die w

esentliche Eigenschaften

）、そ
し
て
こ
れ
ら
に
対
置
さ
れ
る「
性
状
」の
錯
誤（error 

in qualitate

）
で
あ
る
。

ま
た
、「
本
質
的
な
性
状
錯
誤
以
外
の
（unw

esentlich
な
）
性
状
の
錯
誤
」
が
、
錯
誤
法
の
レ
ベ
ル
で
は
無
顧
慮
の
扱
い
を
受
け

な
が
ら
、
事
後
的
に
、
法
定
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
も
ロ
ー
マ
法
と
同
様
で
あ
る
（
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
瑕

疵
担
保
保
障
と
し
て
、
買
主
の
減
額
訴
権
〈actio quantim

inoris
〉
お
よ
び
返
還
訴
権
〈actio redhibitoria

〉
の
対
象
と
さ
れ
る
）。 

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
対
象
錯
誤
と
性
状
錯
誤
の
分
類
の
前
提
に
は
、
こ
れ
も
ロ
ー
マ
法
源
に
由
来
す
る
給
付
対
象
把
握
が
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
私
法
理
論
は
、
ロ
ー
マ
法
の
今
日
的
な
（heutigen

）
適
用
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

（
30
）

（
31
）

（
32
）
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姿
勢
が
取
引
の
客
体
と
し
て
の
「
物
」
の
概
念
把
握
に
も
反
映
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

ガ
イ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
物
（res

）
は
有
体
物
（res corporales

）
と
無
体
物
（res incorporales

）
と
に
分
別
さ
れ
、
前
者
は
「
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
（quae tangi possunt

）
物
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
触
れ
る
こ
と
が
不
可
能
な
物
」
＝
「
権
利
と
し
て
の
み
存

在
す
る
物
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
有
体
物
と
は
、
例
え
ば
土
地
、
人
、
衣
服
、
金
銀
な
ど
で
あ
り
、
無
体
物
と
は
、
例
え
ば
遺
産
、

用
益
権
、
債
権
な
ど
で
あ
る
。

古
い
時
代
の
ロ
ー
マ
の
「
物
」
概
念
は
、
動
産
に
つ
い
て
形
成
さ
れ
、
有
体
物
の
み
が
取
引
の
客
体
と
さ
れ
て
い
た
状
況
下
の
も
の

で
あ
り
、「
物
」
は
自
然
的
で
単
純
素
朴
な
有
体
物
の
み
を
意
味
し
て
い
た
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
ガ
イ
ウ
ス
は
、
無
体
物
と
い
う
概

念
を
物
概
念
に
包
摂
し
、
民
事
法
を
、
人
の
法
・
物
の
法
・
物
の
帰
属
の
法
の
三
つ
に
分
別
し
た
。 

も
っ
と
も
、
上
記
の
よ
う
に
無
体
物
は
、
当
時
の
自
然
主
義
的
な
権
利
対
象
観
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
、
一
般
に
主
観
的
な

権
利
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
、
自
然
の
中
の
客
観
的
な
存
在
で
あ
る
有
体
物
に
対
置
さ
れ
て
い
た
。 

す
な
わ
ち
、
給
付
対
象
と
し
て
の
物
と
は
、
形
式
的
に
は
有
体
物
と
権
利
で
あ
る
無
体
物
と
を
包
含
し
て
い
た
も
の
の
、
実
質
的
に

は
「
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」、
感
性
的
な
存
在
と
し
て
の
有
体
物
の
み
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
。 

ま
た
、
当
時
の
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
諾
成
契
約
と
し
て
の
売
買
契
約
は
、
法
務
官
法
に
お
け
る
所
有
権
を
基
点
と
し
て
「
引
渡
」

と
い
う
所
有
権
移
転
方
式
に
則
し
て
い
た
。

法
務
官
法
上
の
所
有
権
は
、
絶
対
的
か
つ
観
念
的
で
あ
る
市
民
法
上
の
所
有
権
に
比
し
て
、
相
対
的
で
あ
り
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
現
実
的
な
物
支
配
を
「
引
き
渡
す
（tradere

）」
こ
と
が
給
付
義
務
の
内
容
を
な
す
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
よ
う
な
当
時
の
法
状
況
お
よ
び
取
引
の
実
態
に
鑑
み
る
と
、
右
の
権
利
対
象
観
の
背
景
に
は
、
給
付
対
象
の
性
状
を
含
ま
な
い
、

在
る
が
ま
ま
の
対
象
そ
れ
自
体
が
給
付
対
象
、
す
な
わ
ち
、
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
い
う
「
性
状
へ
の
配
慮
を
欠
き
、
空
間
―
時
間
の
み

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）
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に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
対
象
」
が
通
常
権
利
客
体
で
あ
っ
た
と
い
う
当
時
の
ロ
ー
マ
に
お
け
る
売
買
の
実
態
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。 そ

う
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
参
照
し
た
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
物
概
念
は
、
か
か
る
ガ
イ
ウ
ス
の
定
義
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

三
　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
権
利
対
象
観

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
経
済
取
引
に
お
け
る
権
利
客
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

す
な
わ
ち
、
自
由
意
思
は
、
先
ず
自
分
自
身
の
人
格
の
上
に
作
用
し
、
次
に
外
部
に
向
か
っ
て
、
し
た
が
っ
て
意
思
す
る
人
間
と
の

関
係
に
お
い
て
外
界
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
上
に
作
用
す
る
。
こ
れ
が
考
え
得
る
右
の
作
用
対
象
の
最
も
一
般
的
な
対
立
と
し
て
把
握
で

き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
外
界
は
一
部
の
不
自
由
な
自
然
か
ら
、
あ
る
い
は
一
部
は
意
欲
す
る
人
間
と
同
種
類
の
自
由
な
存
在
で
あ
る
他
人

の
人
格
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
由
意
思
が
支
配
す
る
三
つ
の
主
要
な
客
体
は
、
自
分
自
身
の
人
格
と
不
自
由
な
自
然
、
そ
し
て
他
人
の
人
格
で
あ

る
。 そ

う
し
て
、
不
自
由
な
自
然
は
、
全
体
と
し
て
で
は
な
く
て
、
た
だ
一
定
の
空
間
に
制
限
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
、
我
々
に
よ
っ

て
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
限
定
的
な
自
然
の
断
片
を
物
（Sache

）
と
呼
ぶ
。 

つ
ま
り
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
権
利
の
客
体
は
人
と
物
と
に
分
別
さ
れ
、
主
観
的
で
は
な
い
権
利
客
体
で
あ
り
得
る
の
は
、

（
37
）

（
38
）

（
39
）
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不
自
由
な
自
然
と
し
て
の
有
体
物
だ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
権
利
対
象
観
は
、
ロ
ー
マ
法
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

ロ
ー
マ
法
の
単
純
素
朴
な
有
体
物
概
念
と
は
異
な
り
、
彼
は
人
間
が
「
不
自
由
な
自
然
に
対
す
る
支
配
と
い
う
使
命
を
与
え
ら
れ
て
」

い
る
こ
と
、
自
由
な
人
間
が
価
値
と
し
て
支
配
し
得
る
感
性
的
で
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
不
自
由
な
自
然
と
い
う
無
対
物
と
の
対
立
を

明
確
に
理
解
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
の
自
然
と
は
、
没
価
値
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
人
と
結
び
つ
い
た
有
価
値
の
存
在
で
あ
る
。

た
だ
し
、
彼
の
法
思
想
に
は
、
権
利
や
精
神
が
外
部
化
し
て
、
法
主
体
と
は
区
別
さ
れ
た
取
引
の
客
体
と
し
て
存
立
す
る
と
い
う
見

地
は
み
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
結
局
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
物
と
は
、
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
「
不
自
由
な
自
然
の
断
片
」、
す
な
わ
ち
、
人
で

は
な
い
有
体
物
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
う
し
て
、
か
か
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
権
利
対
象
観
は
、
そ
の
絶
大
な
影
響
力
に
よ
っ
て
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
を
介
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に

結
実
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
継
受
し
た
日
本
民
法
に
お
け
る
物
規
定
や
錯
誤
論
に
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

四
　
有
体
物
と
し
て
の
権
利
客
体
と
給
付
対
象
の
性
状

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
け
る
経
済
取
引
の
対
象
＝
給
付
対
象
は
、
ロ
ー
マ
法
の
系
譜
に
あ
る
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
不
自
由
な
自
然
の
断

片
、
す
な
わ
ち
、
有
体
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
の
錯
誤
論
に
次
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
取
引
の
対
象
が
有
体
物
で
あ
る
こ
と
に
規
定
さ
れ
て
、
本
来
、
錯
誤
の
対
象
は
、
視
覚
可
能
性
が
あ
り
空
間
を
充
填
し

（
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て
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
「
対
象
」
の
錯
誤
、
す
な
わ
ち
表
示
の
錯
誤
に
限
定
さ
れ
る
。

な
お
、性
状
の
錯
誤
の
う
ち
、「
本
質
的
な
性
状
の
錯
誤
」は
対
象
の
錯
誤
に
準
じ
て
扱
わ
れ
る
が
、こ
れ
は
法
的
な
擬
制
で
あ
っ
て
、

そ
の
本
質
は
性
状
の
錯
誤
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
自
身
も
、
そ
の
錯
誤
論
の
中
で
、
本
質
的
な
性
状
の
錯
誤
を
対
象
の
錯
誤

と
し
て
規
定
し
つ
つ
、「（
本
質
的
な
性
状
の
錯
誤
を
対
象
の
錯
誤
の
一
環
と
し
て
扱
う
こ
と
が
）
た
と
え
我
々
に
と
っ
て
当
然
な
も
の

と
見
え
、
公
平
な
も
の
と
見
え
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
し
て
も
、
表
示
に
対
応
す
る
現
実
の
意
思
を
仮
定
す
る
こ
と
が
完
全
に

不
可
能
で
あ
ろ
う
よ
う
な
対
象
の
錯
誤
に
比
べ
れ
ば
、
巧
み
に
擬
似
的
な
人
為
的
操
作
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見

逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
て
、
そ
れ
が
法
的
な
擬
制
と
い
う
操
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。 　

性
状
表
象
は
、
視
認
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
空
間
を
充
填
す
る
こ
と
も
な
く
、
触
覚
可
能
性
も
な
い
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
売
買
客
体
の
性
状
と
は
、
給
付
対
象
と
し
て
選
択
さ
れ
る
物
そ
れ
自
体
の
よ
う
に
、
対
象
と
し
て
所
与
の
も
の
と
し
て
客

観
的
に
附
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
契
約
の
当
事
者
が
彼
の
契
約
企
図
と
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
、
対
象
の
中
に
主
観
的
に
（
自
身
の
思
い
入
れ
に
則
し
て
）

見
出
す
、
対
象
の
一
側
面
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
自
体
は
内
心
の
意
思
の
問
題
で
あ
る
と
言
い
得
る
。

こ
う
し
た
内
心
の
意
思
決
定
過
程
で
の
錯
誤
で
あ
る
性
状
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
、表
意
者
の
表
象
内
容
と
現
実
と
の
不
一
致
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ル
ー
メ
が
説
く
よ
う
に
、
契
約
の
両
当
事
者
は
、
締
約
に
際
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
契
約
企
図
を
も
っ
て
夫
々
の

利
益
を
追
求
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
各
当
事
者
が
現
実
に
つ
い
て
も
つ
表
象
の
内
容
も
相
違
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
仮
に
、
一
方
当
事
者
が
現
実
に
つ
い
て
誤
っ
た
表
象
を
も
っ
て
い
た
と
き
、
こ
の
誤
り
を
錯
誤
と
し
て
契
約
の
無
効
根
拠

あ
る
い
は
取
消
根
拠
と
し
て
通
用
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
表
意
者
自
身
が
負
担
す
べ
き
現
実
に
つ
い
て

（
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）
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の
表
象
の
当
否
に
つ
い
て
の
判
断
の
責
任
を
、
相
手
方
に
転
嫁
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
性
状
の
錯
誤
を
動
機
の
錯
誤
と
し
て
、
錯
誤
法
に
お
い
て
顧
慮
し
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
責
任
転
嫁
を
許
さ
な
い
と

す
る
法
的
思
想
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
局
地
的
な
物
の
取
引
が
一
般
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
視
認
が
可
能
で
あ
り
、
触
覚
可
能
性
を
も
っ
た
空
間
を
充
填
す
る
時
間

的
に
も
制
約
さ
れ
た
有
体
物
そ
の
も
の
が
取
引
の
主
た
る
対
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
し
た
時
代
的
背
景
を
も
つ
社
会
に
お
い
て
は
、
有
体
的
な
使
用
適
正
の
う
ち
に
解
消
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
給
付

対
象
の
性
状
に
関
す
る
錯
誤
一
般
を
、
動
機
の
錯
誤
と
し
て
、
錯
誤
法
的
な
顧
慮
の
対
象
に
し
な
い
と
い
う
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
姿
勢
は
、

そ
の
意
味
で
は
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
権
利
対
象
観
自
体
は
、
既
述
の
ご
と
く
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

当
時
の
時
代
的
な
経
済
取
引
の
状
況
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

さ
ら
に
、
第
二
節
に
概
観
し
た
よ
う
に
、『
債
務
関
係
法
第
二
巻
』
に
お
い
て
、
債
務
契
約
が
、
債
権
関
係
の
発
生
原
因
と
し
て
、

不
法
行
為
・
権
利
侵
害
と
同
種
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
債
務
者
の
給
付
に
つ
い
て
の
同
意
の
意
思
の
表
示
と
債
権

者
の
要
求
の
意
思
の
表
示
と
の
合
致
構
成
を
介
し
て
成
立
し
て
く
る
意
思
関
係
が
「
ひ
と
つ
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
関
係
把
握
の
対
象
が
、「
一
方
的
」
給
付
約
束
に
則
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
フ
ラ
ン
ス
契
約
法
に

お
け
るcause

や
英
米
契
約
法
に
お
け
るconsideration

の
よ
う
な｢
契
約
原
因
・
約
因｣

と
い
っ
た
給
付
対
象
の
性
状
知
覚
の
契
機

と
な
り
う
る
法
概
念
の
認
識
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
制
約
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
＝
経
済
の
発
展
に
伴
っ
て
、
取
引
に
お
け
る
権
利
対
象
観
は
変
容
す
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
制
定
以
後
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
く
の
見
地
が
、
給
付
対
象
と
し
て
の
物
は
、
人
と
区
別
さ
れ
、
人
間
的
支
配
が
可
能
で

（
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あ
り
、
権
利
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
の
全
て
で
あ
る
と
す
る
広
い
動
的
な
物
概
念
に
よ
っ
て
こ
そ
、
時
代
に
則
し
た
経
済
現
象
の
把

握
が
可
能
に
な
る
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
ヴ
ィ
ー
ア
ッ
カ
ー
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
か
ら
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
を
経
由
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
結
実
し
た
有
体
物
概
念
を
批
判

し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
や
ゲ
ル
マ
ン
法
の
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
物
概
念
の
法
規
へ
の
採
用
を
主
張
し
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

「
法
の
対
象
は
物
体
の
世
界
に
お
け
る
物
理
学
的
整
理
で
は
な
く
、
共
同
体
の
社
会
秩
序
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
権
利
や
企
業
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
も
有
体
物
に
等
し
く
機
能
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
、
法
は
広
い
内
容
を
も
っ
た
物
概
念
を
基
点
と
し
て
、
旧
来
の
物
権

法
を
財
産
法
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
つ
ま
り
、「
自
然
界
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
て
、
社
会
的
な
、
と
り
わ
け
経
済
的
ま
た

は
文
化
的
な
価
値
が
財
産
権
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「（
実
定
）
法
秩
序
は
す
べ
か
ら
く
財
産
法
的
に
支
配
可
能
な
客

体
の
範
囲
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
う
し
た
認
識
に
よ
れ
ば
、
今
後
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
は
反
対
に
、
財
産
と
し
て

法
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
全
て
の
対
象
、
例
え
ば
、
土
地
、
動
産
、
権
利
、
支
配
可
能
性
が
あ
る
自
然
の
力
、
精
神
的
な
作
品

と
い
っ
た
も
の
が
、
財
産
法
的
支
配
の
対
象
と
な
る
べ
く
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
物
に
関
す
る
の
規
定
は
）
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。 

ま
た
、
ド
ニ
ス
ト
リ
ャ
ン
ス
キ
ー
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
有
体
的
物
概
念
を
「
多
く
の
意
義
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
の
内
容
が
貧
弱
で
重

大
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
」
と
し
、「
私
法
の
基
本
概
念
か
ら
経
済
的
内
容
を
取
り
除
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
か
ら
、「『
物
』
と

い
う
法
的
な
概
念
は
『
財
貨
』
と
い
う
経
済
的
な
概
念
と
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
『
財
貨
』
こ
そ
が
法
の
対
象
と
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
」
と
す
る
。 

そ
の
ほ
か
、
所
有
権
が
価
値
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の
に
他
な
ら
ず
、
給
付
対
象
た
る
物
概
念
は
交
換
価
値
把
握
的
で
動
的
な
も
の

で
あ
る
と
す
る
見
地
、
物
権
と
債
権
の
対
立
を
疑
問
視
し
、
そ
の
破
綻
か
ら
導
出
さ
れ
た
狭
い
物
概
念
把
握
を
批
判
す
る
見
地
も
あ
る
。 

こ
う
し
た
傾
向
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
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我
妻
教
授
は
、「
権
利
は
、
こ
れ
を
形
式
的
に
観
察
す
れ
ば
、
法
律
が
権
利
主
体
に
対
し
て
一
定
の
力
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
実
質
的
に
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
主
体
に
帰
属
す
る
社
会
生
活
に
お
け
る
利
益
の
限
界
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

す
べ
て
の
権
利
は
、
一
定
の
社
会
利
益
を
も
っ
て
そ
の
内
容
も
し
く
は
目
的
と
す
る
。
例
え
ば
、
物
権
に
あ
っ
て
は
、
一
定
の
物
を
直

接
・
排
他
的
に
支
配
す
る
こ
と
」
が
、「
そ
の
内
容
な
い
し
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
容
も
し
く
は
目
的
の
成
立
の
た
め
に
必

要
な
一
定
の
対
象
を
権
利
の
客
体
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
物
権
に
あ
っ
て
は
、
一
定
の
物
」
が
「
そ
の
客
体
」
で
あ

る
と
し
た
上
で
、「
法
律
上
の
物
を
物
理
学
上
の
有
体
物
に
制
限
す
る
こ
と
は
、今
日
の
社
会
的
・
経
済
的
事
情
に
適
さ
な
い
」と
さ
れ
、

「
法
律
に
お
け
る
『
有
体
物
』
を
『
法
律
上
の
排
他
的
支
配
の
可
能
性
』
と
い
う
意
義
に
解
し
、
物
の
観
念
を
拡
張
す
べ
き
も
の
と
考

え
る
」
と
す
る
。 

内
田
教
授
は
、「
所
有
権
の
対
象
と
な
る
客
体
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
し
て
、「
こ
れ
を
民
法
は
『
物
』
と
称
し
て
い
る
。

『
物
』
に
つ
い
て
、
民
法
は
、
権
利
の
客
体
と
い
う
非
常
に
一
般
的
な
形
で
総
則
に
規
定
し
て
い
る
が
、
狙
い
は
所
有
権
の
客
体
と
な

る
に
ふ
さ
わ
し
い
物
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
ル
ー
ル
を
定
め
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
所
有
権
の
一
部
を
内
容

と
す
る
制
限
物
権
の
対
象
も
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
物
権
一
般
の
客
体
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
、

そ
れ
は
債
権
（
た
と
え
ば
売
買
契
約
に
お
け
る
買
主
の
売
主
に
対
す
る
債
権
）
の
間
接
的
な
客
体
で
あ
る
か
ら
、
結
局
規
定
の
体
裁
と

し
て
は
、
権
利
一
般
の
客
体
に
つ
い
て
の
規
定
と
い
う
形
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
し
、
有
体
物
に
つ
い
て
規
定
す
る
民
法
八
五
条

に
つ
い
て
、
当
規
定
は
「
所
有
権
の
客
体
を
、
全
面
的
な
支
配
に
適
す
る
物
に
限
定
す
る
趣
旨
で
置
か
れ
て
い
る
」
が
、「
今
日
で
は
、

無
体
物
の
上
に
も
、
所
有
権
を
は
じ
め
と
す
る
物
権
が
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
」
そ
う
し
た
意
味
を
も
っ
て
い
な

い
と
さ
れ
、
無
体
物
に
対
す
る
物
権
類
似
の
権
利
を
認
め
、
電
気
な
ど
自
然
力
の
供
給
契
約
も
、
実
質
的
に
は
電
気
の
所
有
権
の
売
買

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
内
田
教
授
は
物
概
念
の
拡
張
自
体
に
は
慎
重
で
あ
る
が
、「
有
体
物
に
つ
い
て
は
ご
く
常
識
的
な
理
解
を
前
提
と
し
、

民
法
の
想
定
す
る
典
型
的
な
『
物
』
概
念
を
維
持
し
た
上
で
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
類
推
な
い
し
拡
張
で
き
る
か
、
と
い
う
形
で
問
題
を

捉
え
た
方
が
、
物
権
法
の
規
定
の
妥
当
性
を
反
省
す
る
う
え
で
も
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
う
」
と
さ
れ
る
。 

な
お
、
川
村
教
授
は
、
物
権
と
債
権
の
対
置
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
批
判
し
、「
私
的
所
有
」
と
い
う
独
自
の
概
念
を
用
い
て
、
商

品
交
換
の
基
点
が
有
体
物
所
有
権
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
見
地
は
、
い
ず
れ
も
、
取
引
に
お
け
る
権
利
対
象
観
が
、
有
体
物
そ
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
近
・
現
代
の
社

会
＝
経
済
を
背
景
に
し
て
、
給
付
対
象
の
性
状
を
も
被
覆
し
得
る
広
く
動
的
な
も
の
に
な
る
べ
き
こ
と
の
主
張
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
給
付
規
範
関
係
に
つ
い
て
も
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
る
「
一
方
的
」
給
付
約
束
に
則
し
た
一
般
的
な
法
律
行
為
論
の
中
で
の
意

思
表
示
関
係
把
握
の
ほ
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
契
約
法
に
お
け
るcause

の
法
理
や
英
米
契
約
法
に
お
け
るconsideration

の
法
理
の
よ
う

に
、｢

契
約
原
因
・
約
因｣

に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
こ
と
で
、
給
付
対
象
の
性
状
を
契
約
内
容
に
取
り
込
み
得
る
契
約
法
制
度
設
計
が
、

比
較
法
学
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
今
日
の
学
説
状
況
に
お
い
て
は
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
た
法
に
お
け
る
表
示
と
意
思
の
関
係
が
識
ら
れ
、
さ

ら
に
、
買
主
の
締
約
の
動
機
（
＝
給
付
対
象
の
性
状
へ
の
思
い
入
れ
）
が
売
主
に
諒
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
意
さ
れ
た
性
状
（die 

vereinbarte Eigenschaft

）
と
し
て
、
そ
れ
が
契
約
責
任
の
対
象
に
な
り
得
る
こ
と
が
、
フ
ル
ー
メ
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
、
契
約
法

理
論
（
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
論
）
と
し
て
共
有
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。 

五
　
概
括

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
錯
誤
論
に
お
け
る
給
付
対
象
の
性
状
へ
の
無
顧
慮
は
、
彼
の
有
体
物
に
つ
い
て
の
権
利
対
象
観
に
原
因
す
る
も
の
で

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）
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あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
ロ
ー
マ
法
の
影
響
と
当
時
の
取
引
実
態
の
反
映
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
・
現
代
の
価
値
所
有
性
を
包
含
し
た
抽
象
的
な
所
有
概
念
の
下
で
、
ま
た
、
現
代
の
細
分
化
さ
れ
た
分
業
社
会

に
お
い
て
、
商
品
と
し
て
の
取
引
対
象
が
多
様
な
属
性
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
給
付
対
象
に
つ
い
て
の
権
利
対

象
観
が
、
物
の
有
体
的
使
用
適
性
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
給
付
対
象
の
性
状
を
包
含
す
る
も
の
に
変
容
し
て
い
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

そ
う
し
て
、
今
日
で
は
、
法
に
お
け
る
表
示
と
意
思
の
関
係
が
明
確
に
把
握
さ
れ
、
意
思
関
係
の
自
己
完
結
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

合
意
が「
契
約
」と
成
る
た
め
の
要
件
を
充
足
さ
せ
た
諾
成
の
法
理（gegenseitige V

erträge

）が
既
に
識
ら
れ
て
お
り
、右
の
社
会
・

経
済
の
状
況
下
で
は
、
契
約
両
当
事
者
間
に
お
け
る
「
性
状
の
合
意
」
に
則
し
た
法
的
保
障
構
成
が
採
ら
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
給
付
対
象
の
性
状
の
錯
誤
が
、
動
機
の
錯
誤
と
し
て
法
的
に
顧
慮
さ
れ
な
い
こ
と
、
あ
る

い
は
、「
本
質
的
性
状
の
錯
誤
」
が
擬
制
さ
れ
た
対
象
の
錯
誤
と
し
て
錯
誤
法
の
下
で
消
極
的
な
保
護
し
か
受
け
得
な
い
こ
と
、
ま
た
、

性
状
表
象
が
、
事
後
的
・
補
足
的
に
、
法
定
の
担
保
責
任
の
対
象
と
し
て
、
範
囲
を
限
定
さ
れ
た
保
護
し
か
受
け
得
な
い
こ
と
は
不
当

で
あ
り
、
拙
見
に
則
っ
て
、
給
付
対
象
の
合
意
さ
れ
た
「
あ
る
べ
き
性
状
」
を
、
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
の
対
象
と
す
る
約
束
的
な

性
状
保
障
の
法
理
を
も
っ
て
、
積
極
に
契
約
責
任
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
法
制
度
的
に
許
容
さ
れ
得
る
と
考
え
る
。

（
１
）　

こ
う
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
北
川
善
太
郎
『
契
約
責
任
の
研
究
』（
有
斐
閣
）
昭
和
三
八
年
、
潮
見
佳
男
『
契
約
規
範
の
構
造
と
展
開
』（
有

斐
閣
）
一
九
九
一
年
、
本
田
純
一
『
契
約
規
範
の
成
立
と
範
囲
』（
一
粒
社
）
一
九
九
九
年
、
石
田
穣
『
法
解
釈
の
方
法
』（
青
林
書
院
新
社
）
昭

和
五
一
年
一
四
一
頁
以
下
、
湯
川
益
英
『
契
約
関
係
の
変
容
と
契
約
法
理
―
契
約
責
任
の
拡
張
現
象
に
関
す
る
研
究
覚
書
〈
１
〉』（
開
成
出
版
）

（
62
）

（
63
）

（
64
）

（
65
）
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二
〇
〇
〇
年
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）　

湯
川
益
英
『
契
約
規
範
と
契
約
の
動
機
』（
成
文
堂
）
二
〇
一
二
年
お
よ
び
湯
川
・
前
掲
（anm

.1

）
に
お
け
る
関
連
論
文
。
も
っ
と
も
、
私
自
身
、

半
ば
無
意
識
の
う
ち
に
（
と
い
う
こ
と
は
、
明
確
な
理
論
的
根
拠
を
検
証
す
る
こ
と
な
く
）、
英
米
法
に
お
け
る
約
束
的
禁
反
言
の
法
理
を
媒
介

す
る
形
で
、
債
権
＝
債
務
構
造
論
と
契
約
解
釈
論
を
混
在
さ
せ
て
、
約
束
的
性
状
保
障
の
法
的
な
妥
当
性
を
説
い
て
き
た
（『
契
約
規
範
と
契
約

の
動
機
』・
二
五
一
頁
以
下
、
特
に
二
五
五
―
二
五
九
頁
）。

下
記
の
本
稿
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
問
題
点
へ
の
反
省
を
踏
ま
え
た
も
の
で
も
あ
る
。

（
３
）　

私
が
、
当
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
の
有
意
義
を
見
出
し
た
の
は
、
大
学
時
代
の
ゼ
ミ
で
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
川
村
泰
啓
先
生
の

ご
指
導
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
駆
け
出
し
の
大
学
教
員
で
あ
っ
た
頃
、
債
権
＝
債
務
の
構
造
論
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
、
契
約
の
動
機
＝

給
付
対
象
の
性
状
の
保
護
を
、
契
約
責
任
の
時
間
的
拡
張
（
契
約
の
準
備
交
渉
段
階
で
の
給
付
附
随
義
務
・
保
護
義
務
の
承
認
）
と
い
っ
た
体
系

整
合
操
作
に
よ
っ
て
行
お
う
と
し
て
い
た
当
時
、
附
随
義
務
・
保
護
義
務
違
反
の
効
果
の
給
付
義
務
へ
の
反
映
（
附
随
義
務
・
保
護
義
務
違
反
に

よ
る
契
約
の
解
除
な
い
し
両
義
務
違
反
が
あ
っ
た
際
の
あ
る
べ
き
給
付
の
履
行
請
求
・
特
定
履
行
の
請
求
の
可
能
性
）
の
理
論
構
築
に
つ
い
て
行

き
詰
ま
っ
て
い
た
折
に
、
先
生
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
・
ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
・
英
米
法
の
膨
大
な
マ
テ
リ
ア
ル
ス
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
さ

ら
に
フ
ル
ー
メ
の
契
約
＝
法
律
行
為
論
の
精
読
を
勧
め
ら
れ
た
。

本
稿
で
使
用
し
た
資
料
は
、
先
生
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
と
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
ア
ク
セ
ス
し
た
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
主
張
し
て
い

る
私
見
も
、
先
生
か
ら
の
示
唆
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

な
お
、
私
が
当
時
い
た
だ
い
た
示
唆
は
、
後
に
先
生
の
著
作
（『
個
人
史
と
し
て
の
民
法
学
―
思
想
の
体
系
と
し
て
の
比
較
民
法
学
を
め
ざ
し

て
―
』（
中
央
大
学
出
版
部
）
一
九
九
五
年
）
の
中
に
発
展
的
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
第
五
章
に
お
い
て
詳
論
す
る
）。
併
せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。

（
４
）　Savigny,System

 des heutigen röm
ischen Recht,Bd.,3.,1840.

（
５
）　Savigny,O

bligationenrecht,Bd.2.,1853.

（
６
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.237.

（
７
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.5

）,S.8 u.insb.12ff.

（
８
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.238f.
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（
９
）　Puchta,Pundekten,3.A

ufl.,1845,S.90f.u.91ff. 

プ
フ
タ
以
前
に
も
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
ヴ
ォ
ル
フ
ら
の
著
書
に
意
思

教
説
を
思
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
（V

gl.,Grotius,D
e iure belli ac pacis,Lib.2.Cap.11,§

6.n.2;Pufendorf,D
e iure naturae et gentium

,
Lib.3Cap.6,§

6;W
olff,Institutiones iuris naturae et gentium

,Lib.2,Cap.7,§
439

）。
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
意
思
教
説
を
反

映
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
錯
誤
に
つ
い
て
重
過
失
が
あ
っ
た
と
き
に
は
錯
誤
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
。

（
10
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.5

）,S.7ff.

（
11
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.5

）,S.8 u.12ff.

（
12
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.258f.

（
13
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.5

）,S.12ff.

（
14
）　

プ
フ
タ
が
意
思
表
示
論
・
法
律
行
為
論
に
お
い
て
心
裡
留
保
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
の
は
、
当
問
題
が
彼
の
意
思
教
説
の
体
系
化
に
と
っ
て

不
都
合
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（Puchta,a.a.O

.（anm
.9

）,S.91ff.

）。

（
15
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.258.

（
16
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.259.

（
17
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.238,§
134.

（
18
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.259.

（
19
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.264,§
135.

（
20
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.112ff.,§
115.

（
21
）　

こ
の
概
念
の
中
に
は
、
後
述
す
る
「
異
種
物
」
の
表
象
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　

限
界
事
例
と
し
て
、RGZ 161,S.330ff.

を
参
照
。

（
23
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.283,§
137.

（
24
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.359.

こ
う
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
姿
勢
は
、
現
代
の
わ
が
国
に
お
け
る
判
例
・
裁
判
例
お
よ
び
学
説
に
、
い
ま
だ
相
当

な
影
響
を
与
え
て
い
る
（
第
五
章
に
て
詳
論
す
る
）。

（
25
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.112,§
115.

（
26
）　

湯
川
・
前
掲
（anm

.1

）
二
三
八
―
二
四
四
頁
。
な
お
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
感
得
さ
れ
た
表
示
と
法
的
な
意
思
の
関
係
に
つ
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い
て
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
、「
妥
当
表
示
（geltung Erklärung

）」
と
い
う
概
念
用
具
を
用
い
て
ヨ
リ
透
明
な
説
明
を
加
え
る
（Larenz,D

ie 
M

ethode der A
uslegung des Rechtsgeschäfts,1930,S.34-69.

）。
本
稿
第
二
章
に
お
い
て
詳
論
す
る
。

（
27
）　

湯
川
・
同
上
二
四
四
―
二
四
九
頁
。

（
28
）　

湯
川
・
同
上
二
四
九
―
二
五
六
頁
。

（
29
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.112,§
115.

（
30
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.359.

（
31
）　K

aser,D
as röm

ische Privatrecht,§
58.

な
お
、
船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法　

第
二
巻
』（
岩
波
書
店
）
一
九
九
四
年
、
三
三
五
頁
以
下
、
碧
海

純
一
・
伊
藤
正
己
・
村
上
淳
一
編
『
法
学
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
一
九
七
六
年
、
二
三
―
一
一
六
頁
〈
柴
田
光
蔵
・
佐
々
木
有
司
執
筆
分
〉。

（
32
）　

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
こ
う
し
た
分
別
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
古
典
期
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
『
対
象
』
の
錯
誤
・『
本
質
的
な
性
状

の
錯
誤
』
と
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
（
仮
題
）」
に
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
錯
誤
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い

た
の
か
に
つ
い
て
は
、Flum

e,Irrtum
 und Rechtsgeschäft im

 röm
ischen Recht,Festschrift für Schuls 

Ⅰ.,S.247.

を
参
照
し
た
。

（
33
）　

船
田
・
前
掲
（anm

.31

）。

（
34
）　Pfluger,U

eber korperliche u. unkorperliche Sachen,S.340.

（
35
）　K

aser,a.a.O
.（anm

.31

）,S.72.

（
36
）　

船
田
・
前
掲
（anm

.31

）
三
九
九
頁
以
下
。
特
に
四
一
一
頁
以
下
。

（
37
）　Zitelm

ann,Irtum
 und Rechtsgeschäft,1879,S.433-439.　

（
38
）　Savigny, System

 des heutigen röm
ischen Recht,Bd.,1.,S.334ff.

（
39
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,S.338.

（
40
）　Savigny,a.a.O
.（anm

.4

）,S.367.

（
41
）　

周
知
の
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
「
法
学
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
よ
う
な
人
」
た
る
こ
と
を
生
涯
目
標
と
し
た
（
西
村　

稔
「
合
法
的
思
考
の
歴

史
的
成
立
（
一
）」
法
学
論
叢
九
九
巻
五
号
三
五
頁
以
下
）
が
、
こ
う
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
権
利
対
象
観
に
は
、
カ
ン
ト
の
法
哲
学
が
多
大
な
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
選
択
意
思
の
外
的
な
対
象
と
し
て
、「
私
の
外
に
あ
る
物
・
特
定
の
行
為
へ
の
他
人
の
選
択

意
思
・
私
と
の
関
係
の
中
で
の
他
人
の
状
態
」
に
区
分
し
、
責
任
能
力
を
有
す
る
主
体
で
あ
る
人
と
責
任
能
力
を
有
し
な
い
物
と
を
対
立
さ
せ
る
。

26

獨協法学第115号（2021年８月）

― ―



し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、「
そ
れ
自
体
は
自
由
意
思
を
欠
い
て
い
る
自
由
な
選
択
意
思
の
対
象
が
全
て
物
（res corporales

）
と
呼

称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（K

ant,M
etaphysik der Sitten, M

etaphysische A
nfangsgrunde der Rechtslehre,§

4.,noch vgl.,der.4.,S.27 

）。

（
42
）　W

indscheid-kipp,Lehrbuch des Pandektenrechts,S.690f.,

な
お
、
ド
ニ
ス
ト
リ
ャ
ン
ス
キ
ー
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
権
利
対
象
観

が
カ
ン
ト
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（D

nistrjanski,Zur Grundlegung des m
odernen Privatrechts,Jherings 

Jahrbuch,Bd.79,S.74

）。

（
43
）　BGB§

90. Sachen im
 Sinne des Gesetzes sind nur korperliche Gegenstannde.

ま
た
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
か
ら
旧
民
法
を
経
て
、

現
行
日
本
民
法
八
五
条
も
、
前
二
者
と
、
少
な
く
と
も
文
面
上
は
同
じ
く
「
こ
の
法
律
に
お
い
て
『
物
』
と
は
、
有
体
物
を
い
う
。」
と
規
定
す
る
。

（
44
）　Savigny,a.a.O

.（anm
.4

）,§
138,S.293.

（
45
）　Flum

e,A
llgem

einer T
eil des bürgerlichen Rechts- D

as Rechetsgeschäft,4.A
ufl.,1992,2Bd.,1992,S.426ff.

（
46
）　

私
が
こ
の
よ
う
な
推
測
を
得
る
に
至
っ
た
の
は
、
次
の
諸
文
献
の
参
照
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
大
塚
久
雄
「
共
同
体
の
基
礎
理
論
」（『
大

塚
久
雄
著
作
集　

第
七
巻
』
岩
波
書
店
一
九
六
九
年
）、
船
田
・
前
掲
（anm

.31

）、
川
島
武
宜
『
所
有
権
法
の
理
論
』
岩
波
書
店
昭
和
二
四
年
、

我
妻
栄
『
近
代
法
に
お
け
る
債
権
の
優
越
的
地
位
』
有
斐
閣
昭
和
二
八
年
、
曽
田
厚
「
物
の
抽
象
性
と
有
体
性
（
１
）」
法
学
協
会
雑
誌
九
一
巻

三
号
八
五
頁
以
下
、「
同
（
２
）」
同
九
一
巻
四
号
四
二
頁
以
下
、
川
村
泰
啓
『
商
品
交
換
法
の
体
系　

上
』
勁
草
書
房
一
九
六
七
年
。

（
47
）　

も
っ
と
も
、
意
思
解
釈
の
対
象
を
意
思
の
実
現
形
態
（D

asein

）
と
し
て
の
表
示
に
求
め
、
契
約
両
当
事
者
の
共
同
主
観
を
表
示
＝
意
思
解
釈

の
た
め
の
意
味
基
盤
と
す
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
意
思
表
示
理
論
は
、
制
度
的
な
枠
組
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
給
付
対
象
の
性
状
を
意
思
解
釈
の
対
象

と
し
得
る
も
の
と
い
え
よ
う
（
本
章
第
二
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
ま
た
、
事
後
的
で
あ
り
、
法
定
責
任
と
し
て
の
構
成
が
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、

給
付
対
象
の
性
状
を
瑕
疵
担
保
責
任
の
対
象
と
す
る
法
政
策
的
処
理
は
、
そ
れ
が
「
契
約
責
任
」
と
し
て
構
成
さ
れ
う
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
（
本
章
第
三
を
参
照
）。

な
お
、
従
来
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
判
例
法
理
に
お
い
て
「
表
示
さ
れ
た
動
機
」
や
「
認
識
可
能
な
動
機
」
が
錯
誤
法
の
対
象
と
解
さ
れ
て

き
た
こ
と
、
民
法
第
四
一
五
条
が
「
債
務
の
本
旨
」
と
い
う
文
言
を
含
む
規
定
で
あ
っ
た
（
あ
る
）
こ
と
、
学
説
上
、
動
機
の
錯
誤
と
瑕
疵
担
保

責
任
の
制
度
間
競
合
が
説
か
れ
て
き
た
こ
と
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
債
務
不
履
行
的
構
成
が
説
か
れ
、
改
正
さ
れ
た
現
行
民
法
の
売
買
の
効
力
に
関

す
る
規
定
が
「
契
約
不
適
合
」
構
成
を
採
用
し
て
相
当
に
そ
れ
を
入
れ
得
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
同
様
の
暗
示
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
本
稿
第
五
章
に
て
検
討
す
る
。
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（
48
）　Sw

oboda,N
ew

gestaltung des bürgerlichen Recht,S.70ff.

（
49
）　W

ieacker,Sachbegriff,Sacheinheit,Sachzuordnung,A
CP,148.Bd.,S.58ff.

（
50
）　W

ieacker,a.a.O
.（anm

.49

）,S.73.
（
51
）　W

ieacker,a.a.O
.（anm

.49

）,S.65.

（
52
）　D

nistrjanski,a.a.O
.（anm

.42

）,S.75.

（
53
）　Chesne,D

ynam
ischen Eigentum

,A
rch.f.Rechts-und W

irtschaftsphilosophie,Bd.18.S.447ff.

（
54
）　D

ulckeit,V
erdinglichung obligatoricher Recht,1951,S.35ff.

（
55
）　

我
妻
栄
『
新
訂　

民
法
総
則
（
民
法
講
義
Ⅰ
）』（
岩
波
書
店
）
昭
和
四
九
年
二
〇
〇
頁
。

（
56
）　

我
妻
・
前
掲
（anm

.55
）
二
〇
一
頁
以
下
。
こ
の
ほ
か
、
立
法
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
穂
積
陳
重
教
授
を
は
じ
め
、
吾
妻
教
授
、
薬
師
寺
教
授
等
、

多
く
の
見
地
が
こ
の
立
場
を
と
ら
れ
る
。

（
57
）　

内
田
貴
『
民
法
Ⅰ　

総
則
・
物
権
総
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
一
九
九
九
年
三
二
九
―
三
三
〇
頁
。

（
58
）　

川
村
・
前
掲
『
商
品
交
換
法
の
体
系　

上
』（anm

.46

）
三
一
―
六
五
頁
。

（
59
）　

湯
川
・
前
掲
（anm

.2

）。

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
後
期
普
通
法
学
を
集
大
成
し
た
と
言
わ
れ
る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
定
立
に
際
し
て
、
す
で
に
こ
の
こ
と
を

認
識
し
て
い
る
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
異
な
り
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
原
因
関
係
を
意
思
関
係
か
ら
分
離
し
て
、「
契
約
の
原
因
（Grund des V

ertrages

）」

と
い
う
構
成
を
も
っ
て
、
契
約
の
成
立
要
件
に
止
ま
ら
な
い
、
契
約
内
容
の
成
立
要
件
を
付
加
す
る
に
至
っ
て
い
る
（W

indscheid-kipp,a.
a.O

.〈anm
.42

〉,S.222-522.insb.,S.222ff.

）。

ま
た
、
意
思
表
示
も
、「
一
方
的
な
」
給
付
約
束
を
基
点
と
し
た
一
方
当
事
者
の
債
務
負
担
の
意
思
表
示
と
他
方
当
事
者
の
そ
れ
を
承
認
す
る

意
思
表
示
と
の
区
別
に
お
い
て
、「
債
務
者
の
意
思
の
表
示
で
あ
る
と
同
時
に
債
権
者
の
意
思
の
表
示
で
あ
る
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る

（W
indscheid-kipp,a.a.O

.〈anm
.42

〉,S.224.

）。

し
か
し
な
が
ら
、
せ
っ
か
く
右
の
よ
う
な
原
因
関
係
の
析
出
と
意
思
表
示
把
握
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
双
務

契
約
に
関
し
て
ま
で
原
因
関
係
の
必
要
を
説
い
て
お
り
、
ま
た
、
有
償
の
諾
成
契
約
関
係
に
お
い
て
、
対
抗
す
る
他
方
当
事
者
の
交
換
的
給
付
に
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つ
い
て
の
給
付
約
束
を
、
契
約
の
原
因
と
位
置
づ
け
て
い
る
（W

indscheid-kipp,a.a.O
.〈anm

.42

〉,S.224ff.

）。

そ
こ
か
ら
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
理
論
が
、
い
ま
だ
、
約
束
的
な
性
状
保
障
の
法
理
と
し
て
は
、
不
完
全
で
萌
芽
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

が
垣
間
見
え
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
の
検
討
を
予
定
し
て
い
る
。

（
60
）　Larenz,D

ie M
ethode der A

uslegung des Rechtsgeschäfts,1930,S.34-69.

第
二
章
に
て
詳
論
す
る
。

（
61
）　e.g.,Flum

e,a.a.O
.（anm

.45

）, S.1-340.

（
62
）　

湯
川
・
前
掲
（anm

.2
）
六
―
九
頁
、
二
五
一
―
二
五
九
頁
。
な
お
、
大
塚
・
前
掲
（anm

.46

）、
川
島
・
前
掲
（anm

.46

）、
我
妻
・
前
掲
（anm

.46

）、

川
村
・
前
掲
（anm

.46
）
を
参
照
。

（
63
）　

い
わ
ゆ
るprinciple of agreem

ent

で
あ
る
（
川
村
泰
啓
『
商
品
交
換
法
の
体
系　

Ⅰ
（
増
補
版
）』
一
九
八
二
年
の
「
補
遺
」
を
参
照
さ
れ

た
い
）。

（
64
）　

こ
う
し
た
現
代
社
会
の
状
況
を
、実
体
法
・
法
制
度
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
根
拠
と
な
り
得
る
法
理
論
の
完
成
態
の
ひ
と
つ
が
、フ
ル
ー
メ
の「
規

範
的
な
契
約
＝
法
律
行
為
の
解
釈
論
」
で
あ
る
と
考
え
る
（
湯
川
益
英
『
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
―
』
獨
協
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
七
号
八
三
頁
以
下
、
同
『
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
―
』
獨
協
法
学
第
一
〇
七
号
一
頁
以
下
、
な
お
、Flum

e,a.a.O
.（anm

.45

）, 
S.1

‐340.,insb.S.1ff.,291ff.,ders., Rechtsgeschäft und Privatautonom
ie, Festschrift zum

 hundertjahrigen Bestehen des 
D

eutschen Juristentags Bd1.,S.135ff.,noch vgl.,Flum
e,Eigenschaftsirrtum

 und K
auf,1948

）。
第
三
章
に
お
い
て
詳
論
す
る
。

ま
た
、
同
じ
く
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
つ
つ
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
不
完
全
な
が
ら
当
初
か
ら
約
束
的
な
性
状
保
障
の
法

理
を
採
用
し
、
ロ
ー
マ
法
と
は
独
立
し
て
発
展
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
同
法
理
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の

検
討
も
、
給
付
対
象
の
性
状
瑕
疵
保
障
に
際
し
て
の
要
件
・
効
果
を
析
出
す
る
た
め
に
は
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
四
章
に
お
い
て
詳
論

す
る
。

な
お
、
川
村
泰
啓
教
授
は
、
フ
ル
ー
メ
の
学
説
が
、
性
状
瑕
疵
保
障
の
モ
デ
ル
化
に
際
し
て
「
ド
イ
ツ
的
概
念
装
置
の
中
へ
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ

ル
の
問
題
解
決
を
と
り
込
む
一
つ
の
先
蹤
的
試
み
で
あ
っ
た
反
面
、
し
か
しV

ertragssystem

の
桎
梏
の
下
に
立
っ
て
い
た
フ
ル
ー
メ
が

V
ertragssystem

と
整
合
的
に
考
案
し
た
解
釈
学
的
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
い
う
被
規
定
性
に
服
し
て
い
た
側
面
を
共
有
し
て
い
た
は
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ず
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
（
川
村
・
前
掲
（anm

3

）
一
七
八
頁
）。
こ
の
点
も
、
フ
ル
ー
メ
の
規
範
的
契
約
解
釈
論
に
則
し
て
、
本
稿
第
三
章

お
よ
び
第
四
章
に
て
検
討
す
る
。

（
65
）　

錯
誤
＝
無
効
・
取
消
の
法
理
は
取
引
の
静
的
安
全
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
給
付
請
求
権
の
実
現
・
特
定
履
行
請
求

を
可
能
に
す
る
取
引
の
本
来
的
目
的
の
達
成
の
た
め
の
能
動
的
原
理
こ
そ
が
、
私
的
自
由
意
思
を
そ
の
本
質
と
す
る
私
法
の
原
理
と
し
て
重
視
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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