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能
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功

一
．
は
じ
め
に

二
．
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

（
1
）
弁
済
者
の
譲
渡
無
能
力

（
2
）
債
権
者
の
受
領
無
能
力

三
．
旧
民
法

四
．
現
行
民
法

五
．
ド
イ
ツ
民
法
典

（
1
）
部
分
草
案

（
2
）
ド
イ
ツ
民
法
典
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六
．
お
わ
り
に

一
．
は
じ
め
に

弁
済
が
無
効
な
た
め
に
債
務
者
が
二
度
目
の
弁
済
提
供
を
行
う
場
面
と
し
て
、
別
稿
は
他
人
物
に
よ
る
弁
済
を
扱
う
が
（
1
）

、
本
稿
は
、
譲

渡
能
力
の
な
い
者
に
よ
る
弁
済
の
場
面
を
検
討
す
る
。
わ
が
国
の
民
法
は
、
第
四
七
六
条
お
よ
び
第
四
七
七
条
で
制
限
行
為
能
力
者
で
あ

る
債
務
者
に
よ
る
弁
済
の
効
力
を
規
定
す
る
が
、
極
め
て
不
自
然
な
こ
と
に
は
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
制
限
行
為
能
力
者
で
あ
る
債
権
者

に
対
す
る
弁
済
の
効
力
を
扱
う
規
定
が
な
い
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
今
般
の
民
法
改
正
で
は
、
第
四
七
六
条
の
削
除
（
第
四
七
七
条
は
第
四
七
五
条
の
場
合
に
だ
け
適
用
）
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
当

該
規
定
の
適
用
場
面
が
代
物
弁
済
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
債
権
者
の
返
還
義
務
と
制
限
行
為
能
力
者
の
履
行
義
務
と
が
同
時
履
行
と
さ
れ
る

べ
き
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
当
該
規
定
の
削
除
は
正
当
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
で
は
、
第
四
七
六
条
お
よ
び
第
四
七
七
条
が
由
来
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
お
よ
び
旧
民
法
の
規
定
内
容
を
検
討
す
る
一
方
で
、
そ

れ
ら
に
対
応
す
る
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
経
緯
も
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
今
日
的
な
意
義

を
検
証
し
よ
う
。

四



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
三
五
）

二
．
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

（
1
）
弁
済
者
の
譲
渡
無
能
力

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
三
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
一
二
三
八
条　

①　

有
効
に
弁
済
す
る
に
は
、
弁
済
と
し
て
与
え
ら
れ
る
物
の
所
有
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
譲
渡
す
る
能
力
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

②　

し
か
し
な
が
ら
、
金
銭
ま
た
は
利
用
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
そ
の
他
の
物
の
弁
済
は
、
そ
の
弁
済
が
所
有
者
で
は
な
い
者
ま
た
は
そ
れ
を
譲
渡
す

る
能
力
の
な
い
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
と
し
て
も
、
善
意
で
そ
れ
を
消
費
し
た
債
権
者
に
対
し
て
、
返
還
請
求
さ
れ
得
な
い
。

第
一
二
三
八
条
の
文
言
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
弁
済
の
有
効
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
弁
済
者
が
弁
済
さ
れ
る
物
の
所
有
者
で
あ
る
こ

と
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
譲
渡
す
る
能
力
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
が
無
効
と
さ

れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
弁
済
す
る
不
利
益
か
ら
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
無
効
は
相
対
無
効
で
あ
り
、

他
人
物
に
よ
る
弁
済
の
場
合
に
は
、
債
権
者
は
も
ち
ろ
ん
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
債
務
者
も
弁
済
の
無
効
を
主
張
で
き
る
が
、
譲
渡
無
能
力

者
に
よ
る
弁
済
の
場
合
に
は
、
譲
渡
無
能
力
者
で
あ
る
債
務
者
側
に
し
か
無
効
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
（
3
）

。
譲
渡
能
力
の
な
い
債
務
者
が
弁

済
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
弁
済
の
無
効
を
主
張
し
て
、
別
の
有
効
な
弁
済
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
弁
済
さ
れ
た
物
の
返
還
を
請
求
で
き
る
（
4
）

。

も
ち
ろ
ん
、
譲
渡
無
能
力
者
は
行
為
無
能
力
者
で
あ
る
か
ら
（
第
一
一
二
四
条
参
照
（
5
）

）、
そ
の
者
が
締
結
し
た
契
約
自
体
を
取
り
消
し
得
る

こ
と
は
疑
い
な
い
（
第
一
一
二
五
条
参
照
（
6
）

）。
そ
の
よ
う
な
取
り
消
し
得
る
契
約
に
基
づ
く
債
務
を
譲
渡
無
能
力
者
自
身
が
弁
済
を
し
て
も
、

五
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そ
れ
に
よ
っ
て
有
効
な
追
認
が
さ
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
（
第
一
三
三
八
条
第
二
項
参
照
（
7
）

）。
有
効
に
追
認
さ
れ
る
に
は
、
行
為
能
力
が

回
復
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
（
8
）

。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
法
定
代
理
人
の
同
意
を
得
て
有
効
に
締
結
さ
れ
た
債
務
が
譲

渡
能
力
の
な
い
本
人
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
る
場
合
に
、
は
じ
め
て
当
該
規
定
の
適
用
が
問
題
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
で
も
、
す

で
に
合
意
に
よ
っ
て
所
有
権
が
移
転
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
引
渡
し
に
よ
っ
て
所
有
権
が
移
転
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
譲
渡
無

能
力
者
で
も
有
効
に
弁
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
9
）

。
結
局
、
有
効
な
債
務
の
存
在
を
前
提
に
し
て
、
弁
済
に
よ
っ
て
所
有
権
が
移
転
す
る

場
合
に
は
じ
め
て
、
譲
渡
無
能
力
に
基
づ
く
弁
済
の
無
効
が
問
題
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
特
定
物
の
所
有
権
が
特
約
に
基
づ
い
て
弁
済
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る
場
合
に
は
、
譲
渡
能
力
が
な
い
者
に
よ
る
弁
済
は
無

効
で
あ
る
は
ず
で
は
あ
っ
て
も
、
な
お
有
効
な
弁
済
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
10
）

。
仮
に
、
第
一
二
三
八
条
が
規
定
す
る
と
お
り
に
、
当
該
弁
済

が
無
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
債
務
者
は
弁
済
の
無
効
を
請
求
し
て
当
該
物
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
債
務
者
は
改
め
て
当
該

物
を
有
効
に
弁
済
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
物
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
。
結
局
、

同
じ
物
の
履
行
請
求
と
返
還
請
求
と
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
、
互
い
に
相
殺
さ
れ
る
と
い
う
構
成
は
異
常
で
あ
る
と
し
て
も
（
11
）

、
返
還
請
求
に

対
し
て
債
務
の
履
行
が
抗
弁
と
し
て
対
抗
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
12
）

。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
に
と
っ
て
当
該
弁
済
の
無
効
を
請
求
す
る
意
味

が
な
い
。
も
っ
と
も
、
当
該
債
務
に
抗
弁
が
あ
る
場
合
に
は
、
譲
渡
無
能
力
者
の
弁
済
を
有
効
と
す
る
こ
と
で
当
該
抗
弁
の
放
棄
を
強
要

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
な
お
弁
済
は
無
効
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
13
）

。

そ
う
す
る
と
、
第
一
二
三
八
条
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
適
用
場
面
と
さ
れ
る
種
類
債
務
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
論
理
は
一
般
的
に

妥
当
し
よ
う
。
た
と
え
譲
渡
無
能
力
者
で
あ
っ
て
も
、
有
効
に
債
務
を
履
行
す
る
義
務
を
負
担
し
て
い
る
以
上
、
債
務
者
側
が
い
っ
た
ん

期
限
に
為
さ
れ
た
弁
済
が
無
能
力
を
理
由
に
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
も
、
結
局
は
、
同
じ
種
類
の
物
を
有
効
に
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら

六



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
三
七
）

な
い
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
無
能
力
者
が
弁
済
の
無
効
を
請
求
す
る
利
益
が
あ
る
場
面
は
、
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
期
限
付
き
債
務
に
お
け
る
期
限
前
の
弁
済
で
あ
り
、
弁
済
の
無
効
に
よ
っ
て
債
務
者
は
な
お
期
限
の
利
益
を
享
受
で
き
る
地

位
を
回
復
で
き
る
（
14
）

。
ま
た
、
種
類
債
務
で
は
、
債
務
者
は
中
等
の
品
質
の
物
を
給
付
す
れ
ば
足
り
る
と
こ
ろ
（
第
一
二
四
六
条
参
照
）、
譲

渡
無
能
力
者
が
よ
り
高
い
品
質
の
種
類
物
を
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
弁
済
の
無
効
を
請
求
し
て
中
等
の
品
質
の
種
類
物
を
改
め
て
弁

済
す
る
利
益
が
あ
る
（
15
）

。
さ
ら
に
、
選
択
債
務
の
場
合
に
も
、
選
択
さ
れ
て
良
い
対
象
の
中
で
最
も
高
い
価
値
の
あ
る
物
を
譲
渡
無
能
力
者

が
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
弁
済
の
無
効
に
基
づ
い
て
、
よ
り
価
値
の
低
い
物
を
改
め
て
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
16
）

。
最
後
に
、
任
意

債
務
の
場
合
に
も
、
債
務
者
に
と
っ
て
よ
り
不
利
な
弁
済
対
象
を
よ
り
有
利
な
弁
済
対
象
と
取
り
替
え
る
利
益
が
あ
る
（
17
）

。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
無
能
力
債
務
者
が
弁
済
の
無
効
を
主
張
で
き
る
場
面
は
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
（
18
）

、「
こ
の
主
題
は
純
理
で
し
か
な
い
（
19
）

」、
あ
る
い
は
、

こ
の
弁
済
無
効
は
「
純
粋
な
抽
象
性
に
し
か
専
念
し
て
い
な
い
（
20
）

」
と
評
さ
れ
る
。

譲
渡
無
能
力
者
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
た
物
が
偶
然
事
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
場
合
、
そ
の
危
険
は
誰
が
負
担
す
る
の
か
。
他
人
物
に
よ
る

弁
済
の
場
合
に
は
、
偶
然
事
に
よ
っ
て
目
的
物
が
滅
失
し
て
も
、
な
お
債
権
者
が
弁
済
の
無
効
を
請
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
度
目
の
弁

済
を
請
求
で
き
る
た
め
、
危
険
は
債
務
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
の
場
合
に
は
、
目

的
物
が
偶
然
事
に
よ
っ
て
滅
失
し
て
も
、
債
務
者
は
弁
済
の
無
効
を
請
求
で
き
る
が
、
あ
え
て
弁
済
の
無
効
を
主
張
し
て
危
険
を
自
ら
引

き
受
け
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
偶
然
事
に
よ
る
目
的
物
滅
失
の
危
険
は
、
債
権
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
（
21
）

。

他
人
物
に
よ
る
弁
済
と
同
じ
く
、
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
の
場
合
に
も
、
債
権
者
が
目
的
物
を
善
意
で
消
費
し
た
場
合
に
は
、
も

は
や
債
務
者
は
返
還
請
求
で
き
な
い
（
第
一
二
三
八
条
第
二
項
）。
債
権
者
が
悪
意
で
消
費
し
た
場
合
に
は
、
目
的
物
自
体
は
す
で
に
消
費

さ
れ
て
い
る
た
め
、
債
務
者
は
、
そ
れ
自
体
の
返
還
で
は
な
く
、
そ
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
（
22
）

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
弁
済
が
無
効

七
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と
さ
れ
る
の
は
、
本
来
、
譲
渡
無
能
力
者
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
債
権
者
が
無
効
な
弁
済
対
象
を
善
意
で
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
む
し
ろ
債
権
者
が
利
益
を
得
る
こ
と
で
か
え
っ
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
種
類
に
属
す
る
一
〇
〇
〇
フ
ラ

ン
の
馬
に
代
え
て
一
五
〇
〇
フ
ラ
ン
の
馬
一
頭
を
引
き
渡
し
た
譲
渡
無
能
力
債
務
者
は
、
債
権
者
が
善
意
で
そ
の
馬
を
一
五
〇
〇
フ
ラ
ン

で
転
売
し
て
い
た
場
合
に
、
差
額
五
〇
〇
フ
ラ
ン
の
返
還
を
請
求
で
き
る
の
か
。
第
一
二
三
八
条
が
善
意
の
消
費
に
よ
っ
て
債
務
者
の
返

還
請
求
権
を
遮
断
す
る
た
め
、
た
と
え
衡
平
に
映
ら
な
く
と
も
差
額
五
〇
〇
フ
ラ
ン
の
返
還
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
（
23
）

。
し
か
し
、「
債

権
者
に
無
能
力
債
務
者
の
出
費
で
利
益
を
与
え
る
い
か
な
る
理
由
も
な
い
」
以
上
、
単
に
消
費
の
事
実
だ
け
で
な
く
、
債
権
者
の
利
得
に

帰
し
た
と
こ
ろ
ま
で
、
債
務
者
側
か
ら
の
返
還
請
求
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
24
）

。
要
す
る
に
、
他
人
物
弁
済
の
場
合
と
同

じ
に
扱
う
こ
と
で
、
本
来
保
護
を
受
け
る
べ
き
譲
渡
無
能
力
の
債
務
者
の
利
益
が
等
閑
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
25
）

。
よ
り
良
い
立
法
で
あ

れ
ば
、
債
務
者
は
自
身
の
出
費
で
債
権
者
が
得
た
利
益
の
返
還
を
請
求
で
き
る
と
す
る
は
ず
で
あ
る
と
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
（
26
）

。

（
2
）
債
権
者
の
受
領
無
能
力

弁
済
は
、
債
権
者
ま
た
は
有
効
に
弁
済
を
受
領
で
き
る
権
限
を
債
権
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
者
に
対
し
て
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
た
と
え
債
権
者
に
対
し
て
弁
済
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
弁
済
が
有
効
に
為
さ
れ
る
た
め
に
は
、
債
権
者
に
弁
済
を
受
領
す

る
能
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
定
め
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
四
一
条
で
あ
る
。

第
一
二
四
一
条　

債
権
者
に
為
さ
れ
る
弁
済
は
、
彼
が
そ
れ
を
受
け
取
る
能
力
を
持
た
な
け
れ
ば
、
有
効
で
は
な
い
、
た
だ
し
、
債
務
者
が
、
弁
済
さ

れ
た
物
が
債
権
者
の
利
益
に
転
じ
た
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八



譲
渡
無
能
力
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に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
三
九
）

こ
の
条
文
の
基
礎
と
な
っ
た
ポ
チ
エ
の
説
明
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
27
）

。

債
権
者
本
人
ま
た
は
そ
の
権
利
を
持
つ
者
に
為
さ
れ
た
弁
済
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
者
が
彼
の
財
産
を
管
理
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
／
そ
れ
が
、
債
権
者
が
、
た
と
え
ば
、
未
成
年
者
、
禁
治
産
者
ま
た
は
夫
の
権
限
下
に
あ
る
女
性
で
あ
っ
た
場
合
、
彼
ら
に
為
さ
れ
る
弁

済
は
有
効
で
は
な
く
、
債
務
者
に
解
放
を
も
た
ら
さ
な
い
理
由
で
あ
る
。
／
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
債
権
者
、
ま
た
は
そ
の
後
見
人
、
ま
た
は
そ
の
た

め
の
管
理
人
が
、
そ
の
弁
済
の
無
効
を
主
張
し
て
、
二
度
目
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
、
債
務
者
が
、
そ
の
債
権
者
が
彼
に
弁
済
さ
れ
た
金
銭

か
ら
利
益
を
得
て
、
そ
の
利
益
が
な
お
請
求
時
点
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
彼
の
債
務
が
そ
れ
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
、
彼
の

建
物
が
そ
れ
で
修
補
さ
れ
た
な
ら
、
債
権
者
が
彼
の
請
求
を
棄
却
さ
れ
る
の
は
、
何
ら
の
利
得
も
許
さ
ず
、
他
人
の
出
費
で
利
得
す
る
こ
と
を
許
さ
な

い
信
義
則
に
反
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
人
も
、
他
人
の
損
害
に
よ
っ
て
利
得
し
な
い
こ
と
が
衡
平
に
適
う
（N

em
inem

 aequum
 

est cum
 alterius dam

no locupletari
）。

以
下
を
見
て
み
よ
、
金
銭
が
、
彼
に
必
要
な
物
を
彼
が
購
入
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
物
が
、
そ
の
後
請
求
前
に
偶
然
時
に
よ
っ
て
滅
失

し
た
と
は
い
え
、
彼
は
請
求
時
点
で
そ
の
物
か
ら
利
益
を
得
た
と
み
な
さ
れ
た
ま
ま
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
物
が
彼
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
仮

定
す
れ
ば
、
彼
が
自
身
に
弁
済
さ
れ
た
金
銭
を
そ
れ
を
購
入
す
る
た
め
に
用
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
他
の
金
銭
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
金
銭
を
彼
は
弁
済
を
受
け
た
金
銭
の
代
わ
り
に
手
元
に
と
ど
め
た
か
ら
で
あ
る
。
無
能
力
者
が
よ
り
貧
し
く
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
彼
は
利
得
し
て
い
る
（H

oc ipso quo non est paiuperior factus, locupletior est

）
学
説
彙
纂
第
四
六
巻
第
三

章
第
四
七
法
文
第
一
節
。
／
金
銭
が
そ
の
債
権
者
に
と
っ
て
必
要
で
は
な
い
物
を
購
入
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
物
が
も
は
や
存
在
し
て

い
な
け
れ
ば
、
彼
は
、
彼
の
請
求
を
認
容
さ
れ
る
。
そ
れ
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
、
債
務
者
に
そ
れ
を
委
ね
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
で
、
そ
の

請
求
を
認
容
さ
れ
る
。
学
説
彙
纂
第
四
六
巻
第
三
章
第
四
七
法
文
前
節
、
同
第
四
四
巻
第
一
章
第
四
法
文
（
28
）

。

ポ
チ
エ
が
述
べ
る
と
お
り
、
弁
済
を
受
領
す
る
能
力
も
ま
た
行
為
能
力
に
等
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
本
条
は
、
行
為
無
能
力
者
が
受
け

九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
四
〇
）

取
っ
た
物
を
浪
費
す
る
と
い
う
危
険
か
ら
債
権
者
自
身
を
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
無

能
力
者
で
あ
る
債
権
者
側
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
29
）

。

し
た
が
っ
て
、
債
権
者
が
無
能
力
を
理
由
に
弁
済
の
無
効
を
主
張
し
て
、
債
務
者
に
対
し
て
二
度
目
の
弁
済
を
請
求
す
る
場
合
、
債
務

者
は
、
債
権
者
が
そ
の
物
か
ら
利
益
を
得
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
、
二
度
目
の
弁
済
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
30
）

。
問
題
は
、「
物
が

債
権
者
の
利
益
に
転
じ
た
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
に
あ
る
。
す
で
に
上
述
し
た
と
お
り
、
ポ
チ
エ
に
よ
れ
ば
、
無
能
力
債
権
者
が

受
け
取
っ
た
物
を
必
要
な
出
費
に
利
用
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
利
益
が
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
時
点
で
存
在
す
れ
ば
、
債
務
者
は
二
度

目
の
弁
済
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
必
要
な
出
費
以
外
に
利
用
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
債
務
者
は
そ
の
返
還
を
受
け
ら
れ
な
く
て

も
、
二
度
目
の
弁
済
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ポ
チ
エ
は
、
債
権
者
が
受
け
取
っ
た
物
を
必
要
な
出
費
に
利
用
し
た
の
か
、
そ
れ
と

も
有
益
な
出
費
に
利
用
し
た
の
か
で
区
別
し
、
他
方
で
、
そ
の
必
要
な
出
費
で
得
た
利
益
が
弁
済
無
効
の
主
張
時
点
で
な
お
存
在
し
て
い

る
か
ど
う
か
で
区
別
す
る
。

学
説
に
は
、
ポ
チ
エ
と
そ
の
学
理
が
依
拠
す
る
ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
に
沿
っ
て
、
必
要
な
出
費
が
さ
れ
た
と
き
に
は
、
弁
済
さ
れ
た

も
の
自
体
は
消
費
さ
れ
る
が
、
そ
の
分
だ
け
債
権
者
の
別
の
財
産
の
出
捐
が
控
え
ら
れ
、
債
権
者
は
そ
の
分
だ
け
利
得
し
た
こ
と
に
な
る

た
め
、
債
権
者
は
そ
の
分
の
弁
済
無
効
を
も
は
や
請
求
で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
利
益
が
そ
の
後
消
滅
し
た
場
合

に
は
、
債
権
者
に
は
も
は
や
利
益
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
は
弁
済
の
無
効
を
主
張
で
き
る
、
つ
ま
り
、
利
益
が
な
お
弁
済
無
効

の
請
求
時
点
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（
31
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
者
が
必
要
な
出
費
を
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
有
用
な
出
費
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
無
能
力
債
権
者
が
そ

れ
を
利
用
し
て
自
身
の
利
益
に
転
じ
た
と
評
価
で
き
る
限
り
、
た
と
え
弁
済
無
効
が
請
求
さ
れ
る
前
に
そ
の
利
益
が
消
滅
し
て
も
、
債
権

一
〇



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
四
一
）

者
は
も
は
や
弁
済
の
無
効
を
請
求
で
き
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
無
能
力
債
権
者
が
弁
済
と
し
て
受
け
取
っ
た
金
銭
を
必

要
な
建
物
の
修
繕
に
費
や
し
た
後
、
そ
の
建
物
が
不
可
抗
力
で
滅
失
し
て
も
、
も
は
や
弁
済
は
無
効
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
（
32
）

。
修
繕

し
た
後
の
偶
然
時
の
滅
失
リ
ス
ク
を
債
権
者
と
債
務
者
の
ど
ち
ら
が
負
担
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
帰
す
る
が
、
ポ
チ
エ
ら
の
見
解
は
、

そ
の
危
険
を
無
能
力
債
権
者
に
弁
済
し
た
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
に
帰
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
債
務
者
に
厳
格
に
す
ぎ
る
。
と

い
う
の
も
、
第
一
二
四
一
条
が
弁
済
の
無
効
を
認
め
る
の
は
無
能
力
者
を
浪
費
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、「
債
権
者
が
、

慎
重
で
能
力
の
あ
る
人
が
為
す
よ
う
に
行
為
す
る
な
ら
、
つ
ま
り
、
彼
が
思
慮
深
い
利
用
を
す
る
な
ら
、
法
律
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
」

か
ら
で
あ
る
（
33
）

。

し
た
が
っ
て
、
無
能
力
債
権
者
が
、
弁
済
と
し
て
受
け
取
っ
た
物
を
贅
沢
な
物
の
取
得
や
趣
味
快
楽
の
た
め
に
無
用
に
出
費
し
た
場
合

に
は
、
な
お
債
権
者
は
弁
済
の
無
効
を
請
求
で
き
る
。
第
一
二
四
一
条
は
、
無
能
力
債
権
者
を
浪
費
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ま
さ
に
債
権
者
が
浪
費
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
34
）

。
債
権
者
は
弁
済
の
無
効
を
主
張
し
て
改
め
て
弁
済
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
手
許
に
残
っ
て
い
る
物
を
債
務
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
35
）

。
要
す
る
に
、
①
受
領
さ
れ
た
現
物
が

残
っ
て
い
れ
ば
そ
の
返
還
が
認
め
ら
れ
る
が
（
現
物
返
還
）、
②
そ
れ
が
必
要
な
い
し
有
益
に
消
費
さ
れ
た
場
合
に
は
有
効
な
弁
済
と
し
て

扱
わ
れ
返
還
が
認
め
ら
れ
ず
（
出
費
節
約
）、
③
浪
費
さ
れ
る
場
合
に
は
返
還
さ
れ
ず
に
二
度
目
の
弁
済
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
利

得
浪
費
）。

こ
の
よ
う
な
債
権
者
の
保
護
の
反
面
、
債
務
者
は
無
能
力
債
権
者
に
弁
済
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
ま
っ
た
く
身
を
守
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
第
一
二
四
一
条
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
弁
済
の
無
効
は
そ
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
債
権
者
し
か
請

求
で
き
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
身
を
置
い
た
の
は
債
務
者
自
身
で
あ
る
か
ら
、
や
む
を
得
な
い
と
の
判
断
も
あ
る
（
36
）

。
し
か

一
一
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四
二
）

し
、
そ
れ
で
は
、
み
す
み
す
弁
済
さ
れ
た
物
が
無
能
力
債
権
者
に
よ
っ
て
浪
費
さ
れ
る
こ
と
で
、
債
務
者
は
二
度
目
の
弁
済
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
学
説
に
は
、
債
務
者
は
弁
済
の
無
効
を
請
求
で
き
な
い
と
し
て
も
、
無
能
力
債
権
者
の
法
定
代
理
人
に

弁
済
の
追
認
を
請
求
す
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
と
し
（
37
）

、
さ
ら
に
進
ん
で
、
追
認
だ
け
で
は
な
く
、
目
的
物
の
返
還
さ
え
も
請
求
で
き
る
と

す
る
見
解
も
あ
（
38
）

る
（
39
）

。

三
．
旧
民
法

無
能
力
債
務
者
に
よ
る
弁
済
に
つ
い
て
、
旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条
（
草
案
第
四
七
六
条
）
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条　

①　

義
務
カ
定
量
物
ノ
所
有
権
ノ
移
転
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
物
ノ
所
有
者
ニ
シ
テ
且
之
ヲ
譲
渡
ス
ノ
能
力
ア
ル
者

ニ
非
サ
レ
ハ
引
渡
其
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
弁
済
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

②　

他
人
ノ
物
ヲ
引
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
事
者
各
自
ニ
其
弁
済
ノ
無
効
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

③　

譲
渡
ス
ノ
能
力
ナ
キ
所
有
者
カ
物
ヲ
引
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
所
有
者
ノ
ミ
弁
済
ノ
無
効
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

④　

右
孰
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
債
務
者
ハ
更
ニ
有
効
ナ
ル
弁
済
ヲ
為
ス
ニ
非
サ
レ
ハ
引
渡
シ
タ
ル
物
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

⑤　

債
権
者
カ
弁
済
ト
シ
テ
受
ケ
タ
ル
動
産
物
ヲ
善
意
ニ
テ
消
費
シ
又
ハ
譲
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
ハ
其
取
戻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

⑥　

又
債
権
者
ハ
他
人
ノ
物
ヲ
以
テ
セ
ル
弁
済
ヲ
認
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
真
ノ
所
有
者
ヨ
リ
回
復
ヲ
訴
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
ニ
対
ス
ル
担
保
ノ
訴
権

ヲ
妨
ケ
ス

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
三
八
条
と
同
じ
よ
う
に
、
旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条
も
、
他
人
物
に
よ
る
弁
済
と
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る

一
二



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
四
三
）

弁
済
を
と
も
に
無
効
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
種
類
債
務
の
弁
済
に
本
条
の
適
用
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
点
で
（
第
一
項
）、
フ
ラ
ン

ス
民
法
典
と
の
大
き
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
映
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
が
解
釈
で
限
定
し
て
い
た
適
用
範
囲
を
明
確
化
す
る
趣

旨
で
あ
る
（
40
）

。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
草
案
理
由
書
で
、
当
該
規
定
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
有
効
に
締
結
さ
れ
た
為

す
債
務
ま
た
は
為
さ
ざ
る
債
務
が
無
能
力
者
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
無
能
力
者
に
認
め
ら
れ
る
管
理
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
で
、
そ
の
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
も
と
も
と
無
能
力
を
理
由
に
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
合
意
に
基
づ
く
債
務
の
履
行
で

も
、
合
意
自
体
の
取
消
し
が
問
題
と
な
る
た
め
、
弁
済
の
無
効
は
問
題
と
な
ら
な
い
（
41
）

。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
の
間
で
は
、
期

限
前
の
弁
済
や
選
択
債
務
・
任
意
債
務
の
弁
済
の
場
合
に
も
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
が
無
効
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
ボ
ワ

ソ
ナ
ー
ド
が
む
し
ろ
積
極
的
に
種
類
債
務
の
弁
済
に
限
定
す
る
の
は
、
註
釈
学
派
と
比
べ
て
狭
隘
と
映
る
。

さ
ら
に
、
他
人
物
弁
済
の
場
合
に
は
両
当
事
者
が
無
効
を
主
張
で
き
る
の
に
対
し
て
（
第
二
項
）、
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
の
場
合

に
は
、
債
務
者
に
し
か
無
効
主
張
を
認
め
て
い
な
い
（
第
三
項
）。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
こ
の
無
効
主
張
権
者
の
相
違
は
フ
ラ

ン
ス
註
釈
学
派
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
認
め
て
い
た
点
で
あ
り
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
の
成
果
に
依
拠
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、「
譲
渡
す
る
無
能
力
に
基
づ
く
無
効
は
、
も
は
や
絶
対
的
で
は
な
く
、
相
対
的
で
し
か
な
い
」
た
め
、
保
護
を
受
け
る
べ
き
譲
渡
能

力
の
欠
け
る
債
務
者
だ
け
が
無
効
を
主
張
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
（
42
）

。
ま
た
、
二
度
目
の
有
効
な
提
供
と
引
き
換
え
で
の
返
還
請
求
（
第
四

項
）
も
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
明
文
化
で
あ
る
（
43
）

。
た
だ
し
、
文
言
か
ら
見
る
と
、
二
度
目
の
弁
済

が
さ
れ
て
は
じ
め
て
返
還
請
求
で
き
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
以
来
、
同
時
の
履
行
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

債
権
者
が
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
物
を
善
意
で
消
費
し
た
場
合
に
、
債
務
者
が
も
は
や
返
還
請
求
で
き
な
い
こ
と
（
第
五
項
）
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
三
八
条
第
二
項
と
同
じ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
の
間
で
は
、
債
務
者
に
不
利
な
弁
済
目
的

一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
四
四
）

物
の
選
択
が
、
債
権
者
の
消
費
に
よ
っ
て
も
は
や
返
還
請
求
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
対
す
る
異
論
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ボ
ワ

ソ
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
よ
う
な
異
論
を
、
条
文
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
草
案
理
由
書
で
も
一
切
顧
み
て
い
な
い
。

他
方
で
、
無
能
力
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
に
つ
い
て
、
旧
民
法
財
産
編
第
四
五
八
条
（
草
案
第
四
七
九
条
）
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
。旧

民
法
財
産
編
第
四
五
八
条　

領
受
ノ
能
力
ナ
キ
債
権
者
又
ハ
債
権
占
有
者
ニ
為
シ
タ
ル
弁
済
ハ
其
債
権
者
又
ハ
債
権
占
有
者
ノ
請
求
ニ
因
リ
テ
之
ヲ

取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
但
其
利
得
シ
タ
ル
部
分
ニ
付
テ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
に
能
力
が
な
け
れ
ば
、
弁
済
と
し
て
受
け
取
っ
た
と
り
わ
け
金
銭
を
濫
費
・
喪
失
す
る
こ
と
が
容

易
に
想
定
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
債
権
者
か
ら
弁
済
の
取
消
し
を
請
求
で
き
る
と
す
る
の
が
本
条
の

趣
旨
で
あ
り
（
44
）

、
先
に
見
た
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
四
一
条
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
弁
済
の

取
消
請
求
が
遮
断
さ
れ
る
債
権
者
の
利
得
の
判
断
で
あ
る
。

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
ポ
チ
エ
以
来
の
伝
統
に
沿
っ
て
、
弁
済
取
消
し
の
請
求
時
点
を
基
準
に
、
債
権
者
の
利
得
を
判
断
す
る
。
債
権
者

が
い
つ
弁
済
と
し
て
受
け
取
っ
た
物
か
ら
利
得
を
得
る
の
か
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
債
権
者
側
に
帰
す
る
こ
の
利
得
に
よ
る
不

利
益
が
債
務
者
に
降
り
か
か
る
の
を
不
当
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
が
必
要
な
い
し
は
有
用
な
支
出
で
利
得
を
得
て
、
そ
れ
が
弁

済
取
消
し
の
請
求
時
点
ま
で
存
続
し
て
い
る
限
り
で
、
債
権
者
の
弁
済
取
消
し
の
請
求
は
遮
断
さ
れ
る
（
45
）

。

も
っ
と
も
、
債
権
者
が
弁
済
と
し
て
受
け
取
っ
た
物
で
純
粋
な
嗜
好
品
を
入
手
す
る
場
合
に
は
、
も
は
や
債
権
者
の
利
得
と
は
判
断
さ

一
四



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
四
五
）

れ
ず
、
債
権
者
が
弁
済
を
取
り
消
す
こ
と
で
、
債
務
者
は
二
度
目
の
弁
済
を
強
い
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
註
釈
学
派
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ

と
を
不
当
と
批
判
し
て
き
た
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
も
同
様
に
、「
債
務
者
が
債
権
者
の
不
確
実
さ
と
自
由
と
に
際
限
な
く
委
ね
ら
れ
る
こ
と

は
、
不
当
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
（
46
）

。
そ
こ
で
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
債
務
者
が
債
権
者
側
に
弁
済
を
承
認
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
債
権
者
が

利
益
を
得
た
部
分
を
控
除
し
て
、
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
47
）

。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
も
、
フ
ラ
ン
ス
註

釈
学
派
の
有
力
な
主
張
を
汲
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
条
文
か
ら
は
明
ら
か
と
は
な
ら
な
い
。

四
．
現
行
民
法

現
行
民
法
第
四
七
六
条
は
、
法
典
調
査
会
で
第
四
八
四
条
と
し
て
提
案
さ
れ
た
。

第
四
八
四
条　

譲
渡
ノ
能
力
ナ
キ
所
有
者
カ
弁
済
ト
シ
テ
物
ノ
引
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
所
有
者
ノ
ミ
其
弁
済
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
但
其
所
有
者
ハ

更
ニ
有
効
ナ
ル
弁
済
ヲ
為
ス
ニ
非
サ
レ
ハ
其
引
渡
シ
タ
ル
物
を
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

こ
の
提
案
さ
れ
た
第
四
八
四
条
が
、
旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
か
ら
な
る
条
文
案
で
あ
る
こ
と
は
、
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
事
実
、
穂
積
陳
重
起
草
委
員
は
、
そ
の
旨
を
説
明
し
た
う
え
で
、
旧
民
法
上
は
弁
済
が
無
効
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は

行
為
無
能
力
者
の
行
為
が
問
題
と
な
る
た
め
取
消
し
に
改
め
た
と
す
る
（
48
）

。

こ
の
条
文
審
議
の
前
に
、
す
で
に
他
人
物
弁
済
に
関
す
る
現
行
民
法
第
四
七
五
条
の
審
議
の
中
で
、
一
つ
の
重
要
な
議
論
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
、
箕
作
麟
祥
委
員
が
、
旧
民
法
で
は
他
人
物
弁
済
と
譲
渡
無
能
力
者
弁
済
で
の
無
効
の
請
求
権
者
が
明
示
さ
れ
て
い
た
に

一
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
四
六
）

も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
物
弁
済
に
関
す
る
提
案
第
四
八
三
条
で
は
そ
の
旨
を
明
言
せ
ず
に
、
提
案
第
四
八
四
条
で
無
能
力
者
だ
け
が
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
と
明
言
す
る
根
拠
を
問
う
。
そ
こ
で
穂
積
起
草
委
員
は
、
弁
済
は
法
律
行
為
で
あ
り
、
無
能
力
者
は
弁
済
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
が
、
相
手
方
も
取
り
消
せ
る
と
す
る
疑
義
を
排
除
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
答
え
る
（
49
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
長
谷
川
喬
委
員

は
、
譲
渡
無
能
力
者
が
弁
済
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
す
で
に
民
法
総
則
の
行
為
無
能
力
制
度
お
よ
び
そ
の
取
消
権
者
を

定
め
る
現
行
民
法
第
一
二
〇
条
に
対
応
す
る
規
定
か
ら
明
ら
か
と
な
る
た
め
、
本
条
を
削
除
す
べ
き
と
す
る
意
見
を
提
出
す
る
。
そ
れ
に

答
え
る
富
井
政
章
起
草
委
員
は
、
弁
済
が
法
律
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
取
消
対
象
と
な
る
行
為
か
ど
う
か
を
明
示
す
る
必
要
が

あ
る
と
す
る
（
50
）

。
つ
ま
り
、
す
で
に
総
則
の
規
定
に
よ
っ
て
、
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
取
消
し
は
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

の
疑
義
で
あ
る
。

今
ひ
と
つ
の
重
要
な
議
論
で
は
、
土
方
寧
委
員
が
、
そ
も
そ
も
法
律
行
為
が
無
能
力
を
理
由
に
取
り
消
せ
る
場
合
も
想
定
さ
れ
て
い
る

条
文
な
の
か
と
問
う
の
に
対
し
て
、
穂
積
起
草
委
員
は
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
す
で
に
債
権
債
務
が
有
効
に
成
立
し
て
い
て
、
弁
済

だ
け
を
取
り
消
す
場
面
で
あ
る
と
答
え
る
（
51
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
再
び
土
方
委
員
は
、
債
権
債
務
が
有
効
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

も
は
や
法
律
行
為
自
体
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
は
弁
済
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
、

も
は
や
弁
済
の
目
的
物
は
債
権
者
の
も
の
と
み
て
も
良
い
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
「
実
ニ

可
笑
シ
イ
コ
ト
ト
思
フ
」
と
す
る
（
52
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
富
井
起
草
委
員
は
、
む
し
ろ
総
則
規
定
で
足
り
る
と
す
る
先
の
長
谷
川
委
員
の
意

見
に
「
暗
ニ
同
意
シ
タ
位
デ
ア
リ
マ
シ
テ
本
条
ガ
ナ
ク
テ
モ
或
ハ
宜
イ
カ
ト
思
フ
位
デ
ア
ル
」
と
し
つ
つ
も
、
債
務
負
担
と
所
有
権
移
転

と
し
て
の
弁
済
を
別
の
法
律
行
為
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を
説
明
す
る
（
53
）

。
現
行
民
法
第
四
七
六
条
の
適
用
の
前
提
と
し
て
、
有
効
な
債
務
の

存
在
が
明
言
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
再
び
総
則
規
定
と
の
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

一
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譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
四
七
）

さ
ら
に
、
法
典
調
査
会
で
は
、
提
案
第
四
八
八
条
と
し
て
、
次
の
条
文
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

第
四
八
八
条　

弁
済
受
領
ノ
能
力
ヲ
有
セ
サ
ル
債
権
者
ニ
為
シ
タ
ル
弁
済
ハ
其
債
権
者
ノ
ミ
之
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
但
債
権
者
カ
之
ニ
因
リ
テ
利
益
ヲ

受
ケ
タ
ル
部
分
ニ
付
テ
ハ
此
限
リ
ニ
在
ラ
ス

第
二
項
省
略

こ
の
規
定
が
旧
民
法
財
産
編
第
四
五
八
条
の
規
定
の
字
句
を
改
め
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
穂
積
起
草
委
員
は
、
そ
の

う
え
で
、
現
行
民
法
第
一
二
一
条
た
だ
し
書
き
に
対
応
す
る
現
存
利
益
は
償
還
す
べ
き
範
囲
を
指
す
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
「
利
益
ヲ

受
ケ
タ
ル
限
度
」
と
は
債
権
者
が
消
費
し
て
弁
済
と
し
て
通
用
す
る
範
囲
を
指
す
た
め
、
同
じ
字
句
と
な
ら
な
く
て
も
良
い
と
す
る
（
54
）

。
こ

れ
に
対
し
て
、
長
谷
川
委
員
は
、
無
能
力
者
保
護
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
債
権
者
が
消
費
し
た
部
分
は
償
還
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
の
は

同
一
で
は
な
い
か
と
疑
義
を
提
示
す
る
が
、
穂
積
起
草
委
員
は
、
そ
う
す
る
と
債
権
者
が
消
費
し
た
部
分
は
弁
済
と
な
ら
な
い
た
め
、
債

務
者
が
二
度
目
の
弁
済
を
す
る
こ
と
で
債
権
者
が
二
重
に
利
得
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
の
疑
問
を
提
示
す
る
（
55
）

。
現
存
利
益
（
①

現
物
返
還
）
に
含
ま
れ
な
い
消
失
し
た
利
益
の
う
ち
に
、
す
で
に
有
効
に
弁
済
と
評
価
さ
れ
る
部
分
（
②
出
費
節
約
）
と
弁
済
と
評
価
さ
れ

な
い
部
分
（
③
利
得
浪
費
）
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
議
論
と
見
ら
れ
よ
う
。

法
典
調
査
会
の
民
法
整
理
会
で
は
、
上
記
提
案
第
四
八
八
条
第
一
項
の
削
除
が
承
認
さ
れ
る
。
穂
積
起
草
委
員
が
削
除
を
提
案
し
た
理

由
は
、
そ
も
そ
も
弁
済
が
法
律
行
為
か
ど
う
か
と
い
う
疑
義
が
あ
る
た
め
当
該
条
文
の
必
要
が
感
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
法
律
行
為
を
広
く

権
利
の
発
生
・
変
更
・
消
滅
を
目
的
と
す
る
行
為
と
す
れ
ば
弁
済
も
法
律
行
為
で
あ
る
た
め
、
債
権
者
が
無
能
力
で
弁
済
を
受
け
た
場
合

一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
四
八
）

に
は
、
債
権
者
が
そ
の
弁
済
を
取
り
消
し
、
現
存
利
益
を
償
還
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う
総
則
規
定
と
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
（
56
）

。

こ
の
提
案
に
対
し
て
、
長
谷
川
委
員
は
、
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
に
関
す
る
提
案
第
四
八
四
条
も
総
則
と
重
複
し
な
い
の
か
と
い

う
疑
義
を
提
示
し
た
た
め
、
翌
日
ま
で
再
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
日
の
審
議
で
提
示
さ
れ
た
条
文
案
を
め
ぐ
っ
て
、
総

則
と
の
重
複
問
題
に
は
言
及
さ
れ
ず
、
単
に
条
文
の
本
文
と
た
だ
し
書
き
を
書
き
換
え
る
修
正
に
と
ど
ま
っ
た
（
57
）

。
こ
れ
が
、
現
行
民
法
第

四
七
六
条
と
な
っ
た
。

民
法
制
定
後
、
第
四
七
六
条
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
範
囲
が
問
題
と
さ
れ
る
。
他
人
物
に
よ
る
弁
済
と
同
様
に
、
特
定
物
で
は
そ
の
物

し
か
給
付
対
象
と
な
ら
な
い
た
め
、
引
き
換
え
の
有
効
な
弁
済
が
想
定
さ
れ
得
な
い
以
上
、
種
類
債
務
に
し
か
適
用
が
な
い
と
す
る
見
解

が
主
流
で
あ
る
（
58
）

。
も
っ
と
も
、
特
定
物
に
つ
い
て
も
債
務
者
は
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
59
）

、
結
局
は
、
債
務
者
が

取
り
消
し
て
債
権
者
が
受
け
取
っ
た
物
を
返
還
を
し
て
も
、
同
じ
物
の
履
行
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
に
取
消
し

を
認
め
る
実
益
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
（
60
）

、
こ
の
こ
と
は
実
質
的
に
は
通
常
の
種
類
債
務
に
も
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条

の
適
用
は
、
種
類
債
務
に
お
い
て
債
務
者
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
よ
う
な
「
過
当
ノ
物
」
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま

り
（
61
）

、
そ
の
適
用
は
「
稀
な
場
合
」
で
し
か
な
く
（
62
）

、「
実
際
に
適
用
を
見
る
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
」
こ
と
と
な
ろ
う
（
63
）

。
こ
の
稀
な

場
合
に
、
無
能
力
の
債
務
者
が
弁
済
を
取
り
消
し
て
、
物
の
返
還
を
不
当
利
得
に
基
づ
い
て
請
求
す
る
と
き
、
債
権
者
は
有
効
な
弁
済
と

引
き
換
え
で
返
還
に
応
じ
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
（
64
）

。

一
八



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
四
九
）

五
．
ド
イ
ツ
民
法
典

（
1
）
部
分
草
案

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
、
譲
渡
能
力
の
な
い
債
務
者
に
よ
る
弁
済
お
よ
び
譲
渡
能
力
の
な
い
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
の
効
力
に
関
す
る
規

定
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
そ
の
立
法
経
緯
を
眺
め
て
み
よ
う
。

フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
債
務
法
に
関
す
る
部
分
草
案
第
二
七
号
「
履
行
」
で
、
以
下
の
規
定
を
提
案
す
る
（
65
）

。

第
三
条　

行
為
能
力
を
制
限
さ
れ
て
い
る
債
務
者
が
、
為
さ
れ
る
べ
き
給
付
を
自
身
の
責
任
の
履
行
の
た
め
に
実
現
し
た
場
合
、
給
付
さ
れ
た
も
の
は
、

責
任
が
有
効
で
満
期
で
あ
れ
ば
、
返
還
請
求
さ
れ
得
な
い
。

第
四
条　

行
為
能
力
を
制
限
さ
れ
て
い
る
債
権
者
に
履
行
の
た
め
に
給
付
さ
れ
た
場
合
、
債
権
者
が
利
得
す
る
限
り
で
、
債
務
者
は
給
付
さ
れ
た
も
の

を
債
権
者
の
債
権
と
相
殺
で
き
る
。

第
三
条
に
関
し
て
、
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
提
案
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
普
通
法
で
は
、
制
限
行
為
能

力
者
が
有
効
な
債
務
を
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
が
無
能
力
に
基
づ
い
て
弁
済
を
取
り
消
し
て
弁
済
さ
れ
た
も
の
の
返
還
を
請
求
で

き
る
と
し
て
も
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
悪
意
の
抗
弁
を
主
張
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
（
66
）

。
し
か
し
、
近
代
立
法
は
、
む
し
ろ
無
能
力

者
に
よ
る
弁
済
に
よ
っ
て
も
債
務
を
消
滅
し
た
も
の
と
扱
っ
て
、
債
務
者
の
返
還
請
求
権
を
遮
断
す
る
（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一

部
第
一
六
章
第
四
一
条
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
第
一
四
二
一
条
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
第
六
八
九
条
、
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
第
二
八
〇
条
第
三
項
、
バ
イ

一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
五
〇
）

エ
ル
ン
草
案
第
一
六
六
条
第
二
項
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
第
三
四
六
条
（
67
）

）。
要
す
る
に
、
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
債
務
者
側

は
そ
の
返
還
を
請
求
で
き
な
い
こ
と
で
諸
見
解
は
一
致
し
て
い
る
が
、
残
る
問
題
は
、
そ
の
旨
の
明
文
規
定
を
要
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

総
則
で
決
議
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
制
限
行
為
能
力
者
が
法
定
代
理
人
の
同
意
な
く
行
う
法
律
行
為
は
原
則
と
し
て
無
効
な
い
し
取
り
消

さ
れ
、
責
任
の
履
行
の
た
め
に
行
わ
れ
る
所
有
権
譲
渡
の
場
合
も
、
原
則
と
し
て
債
務
者
側
は
そ
の
行
為
を
取
り
消
し
て
、
所
有
権
に
基

づ
い
て
あ
る
い
は
不
当
利
得
と
し
て
返
還
請
求
で
き
る
。
し
か
し
、
有
効
で
満
期
と
な
っ
て
い
る
債
務
が
履
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
権

者
が
債
務
的
法
律
行
為
に
基
づ
く
抗
弁
を
対
抗
で
き
る
た
め
、
結
局
、
債
務
者
か
ら
の
返
還
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
第

三
条
の
規
定
内
容
と
一
致
す
る
た
め
、
第
三
条
の
採
用
は
単
に
「
目
的
適
合
的
考
慮
」
に
帰
着
す
る
。
弁
済
が
有
効
な
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
返
還
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
履
行
の
箇
所
で
規
定
さ
れ
る
の
が
も
っ
と
も
目
的
適
合
的
で
あ
る
と
い
う
（
68
）

。

続
い
て
、
第
四
条
に
関
し
て
、
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
の
提
案
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
制
限
行
為
能
力
者
が

債
務
の
履
行
を
受
領
し
て
も
、
債
務
関
係
を
消
滅
さ
せ
る
履
行
の
効
果
が
生
じ
な
い
こ
と
は
、
普
通
法
学
説
お
よ
び
各
種
の
立
法
・
立
法

草
案
に
明
ら
か
で
あ
る
（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
六
章
第
三
六
条
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
第
一
四
二
四
条
、
ザ
ク
セ
ン
民
法

典
第
六
九
三
条
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
四
一
条
、
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
第
二
八
三
条
、
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
第
一
六
八
条
二
項
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
第

三
四
九
条
（
69
）

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
総
則
規
定
か
ら
自
明
で
あ
る
た
め
、
こ
と
さ
ら
規
定
の
必
要
は
な
い
。
残
る
の

は
、
履
行
が
効
力
を
生
じ
て
い
な
い
た
め
、
債
権
者
が
も
う
一
度
履
行
を
求
め
る
場
合
に
、
債
権
者
が
受
領
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
単
に

受
領
し
た
だ
け
で
な
く
利
得
し
て
い
る
限
り
（
出
費
節
約
）、
債
務
者
は
抗
弁
を
対
抗
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
債
権
者
が
受
領
し
た
も
の
か

ら
利
得
し
て
い
る
限
り
、
債
務
者
に
不
当
利
得
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
が
生
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
各
種
の
立
法
お
よ
び
立
法
草
案
も

そ
の
こ
と
を
定
め
る
が
（
70
）

、
と
り
わ
け
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
が
債
務
者
が
給
付
し
た
も
の
を
新
た
な
債
権
と
相
殺
で
き
る
と
す
る
の
は
（
71
）

、
給
付
さ

二
〇



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
五
一
）

れ
た
も
の
が
債
権
者
の
財
産
で
利
用
さ
れ
、
債
権
者
が
請
求
を
す
る
時
点
で
な
お
利
得
し
て
い
る
こ
と
を
債
務
者
が
証
明
で
き
る
場
合
で

あ
り
、
本
条
も
そ
れ
に
倣
う
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
は
履
行
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
不
当
利
得
に
基
づ
く
返
還
請
求
権

と
本
来
の
履
行
義
務
と
を
相
殺
す
る
こ
と
で
解
放
さ
れ
る
と
す
る
（
72
）

。

（
2
）
ド
イ
ツ
民
法
典

こ
れ
ら
の
提
案
を
受
け
た
第
一
委
員
会
は
、
最
終
的
に
、
こ
れ
ら
両
条
の
削
除
を
承
認
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
部
分
草
案
第
三
条
に
関
し
て
、
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
る
履
行
の
効
果
に
つ
い
て
一
律
に
定
め
る
こ
と
は
、
行
為
能
力
の
制
限

の
程
度
、
債
務
の
内
容
お
よ
び
履
行
行
為
の
多
様
性
か
ら
見
て
困
難
で
あ
る
。「
特
別
な
規
定
が
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
は
、
そ

れ
が
、
法
的
取
引
に
と
っ
て
害
の
あ
る
予
見
さ
れ
る
べ
き
紛
争
問
題
を
回
避
す
る
た
め
の
法
的
安
定
性
の
利
益
、
あ
る
い
は
、
一
般
的
な

基
本
原
則
の
適
用
に
よ
っ
て
は
期
待
さ
れ
な
い
重
要
な
実
際
的
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
と
し
て
明
ら
か
と
な
る
場
合
で
あ
る
」
と
い

う
。
後
者
の
関
連
で
、
第
三
条
は
、
明
瞭
で
単
純
な
法
を
も
た
ら
す
利
益
を
期
待
さ
せ
な
い
。
し
か
も
、「
そ
れ
に
関
し
て
定
め
ら
れ
る

べ
き
諸
事
例
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
ず
か
な
実
際
的
意
義
し
か
持
た
ず
、
稀
に
し
か
紛
争
に
至
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
」。
制
限
行
為
能
力
者
が

有
効
な
債
務
の
た
め
に
弁
済
す
る
場
合
に
は
、「
そ
の
案
件
は
通
常
は
処
理
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
か
ら
、「
結
局
、
特

別
な
規
定
へ
の
要
請
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
（
73
）

。

次
に
、
部
分
草
案
第
四
条
に
関
し
て
、「
行
為
能
力
を
制
限
さ
れ
た
債
権
者
に
履
行
の
た
め
に
為
さ
れ
た
給
付
が
履
行
と
し
て
作
用
す

る
の
は
、
制
限
行
為
債
権
者
の
法
定
代
理
人
が
そ
れ
を
そ
れ
自
体
と
し
て
承
認
す
る
場
合
で
あ
る
。
／
総
則
総
括
第
四
二
条
の
規
定
が
、

そ
の
際
に
準
用
さ
れ
る
」
と
の
規
定
に
置
き
換
え
る
べ
き
旨
の
提
案
は
、
そ
れ
が
す
で
に
総
則
の
制
限
行
為
能
力
に
関
す
る
規
定
か
ら
明

二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
五
二
）

ら
か
で
あ
る
と
し
て
否
決
さ
れ
た
（
74
）

。
さ
ら
に
、
第
四
条
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
各
種
修
正
提
案
に
つ
い
て
、「
第
四
条
の
採
用
に
と
っ
て
は
、

第
三
条
の
採
用
に
比
べ
て
は
る
か
に
わ
ず
か
な
必
要
性
し
か
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
も
、
第
四
条
が
含
む
こ
と
は
正
当
と
し
て
疑
う
余

地
は
な
い
が
、
他
方
で
、
そ
れ
が
相
殺
の
抗
弁
に
制
限
す
る
点
で
、
誤
っ
た
帰
結
に
誘
導
し
が
ち
と
な
ら
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

る
」
た
め
で
あ
る
（
75
）

。

ド
イ
ツ
民
法
典
の
第
一
草
案
理
由
書
は
、
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
あ
る
い
は
譲
渡
無
能
力
者
に
対
す
る
弁
済
の
効
力
が
定
め
ら
れ
た
な

か
っ
た
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
る
弁
済
は
、
債
権
者
が
取
得
す
べ
き
も
の
を
手
に
入
れ

る
限
り
で
、
す
で
に
処
理
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
制
限
行
為
能
力
者
へ
の
弁
済
は
、
そ
れ
を
規
定
す
る
実
際
的
な
需
要
に
は
る
か
に

欠
け
て
い
る
。
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
が
有
効
な
弁
済
を
請
求
す
る
際
に
は
、
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
、
債
権
者
が
利
得
し

て
い
た
限
り
で
抗
弁
を
主
張
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
抗
弁
を
相
殺
の
抗
弁
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
と
す
る
（
76
）

。

以
上
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
最
終
的
に
譲
渡
無
能
力
者
を
め
ぐ
る
弁
済
の
効
力
問
題
を
規
定
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ

れ
を
特
別
に
規
定
す
る
「
実
際
的
な
必
要
性
」
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
帰
着
す
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
「
実
際
的
な
必
要
性
」
と
は
、
そ
れ
ら
の
事
例
が
稀
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
特
別
な
規
定
が
な
く
て
も
一
般
原
則
に

よ
っ
て
処
理
で
き
る
と
い
う
意
味
と
解
さ
れ
よ
う
。

六
．
お
わ
り
に

有
効
に
成
立
し
た
所
有
権
を
移
転
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
譲
渡
能
力
の
な
い
債
務
者
に
よ
る
弁
済
お
よ
び
譲
渡
能
力
の
な
い
債
権
者
に

対
す
る
弁
済
は
、
制
限
行
為
能
力
制
度
と
の
関
係
で
有
効
で
は
あ
っ
て
も
、
制
限
行
為
能
力
者
の
側
で
そ
の
弁
済
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

二
二



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
五
三
）

き
る
（
第
一
二
〇
条
）。
こ
の
こ
と
が
起
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弁
済
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
本
来
の

債
務
に
基
づ
い
て
有
効
な
弁
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
譲
渡
能
力
の
な
い
債
務
者
に
よ
る
弁
済
の
場
合
に
は
、
弁
済
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
債
務
者
側
で
あ
る
か
ら
、

債
務
者
は
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
物
と
の
引
き
換
え
で
、
二
度
目
の
弁
済
に
応
じ
る
義
務
を
負
う
（
第
四
七
六
条
）。
し
か
し
、
譲
渡

能
力
の
な
い
債
務
者
が
弁
済
を
し
た
後
に
そ
の
弁
済
を
取
り
消
し
て
も
、
な
お
債
務
者
は
同
じ
（
種
類
の
）
物
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
法
は
そ
の
場
合
に
債
務
者
側
の
取
消
し
の
利
益
を
否
定
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
法
も
こ
の
こ
と
を
認
め
た

う
え
で
、
な
お
極
め
て
限
ら
れ
た
事
例
で
の
み
債
務
者
に
取
消
し
の
利
益
を
認
め
て
、
債
務
者
が
二
度
目
の
弁
済
を
す
る
余
地
を
残
す
。

わ
が
国
の
民
法
第
四
七
六
条
も
同
様
の
前
提
に
立
つ
は
ず
で
あ
り
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
債
権
者
の
返
還
義
務
と
債
務
者
の
履
行
義

務
と
の
同
時
の
履
行
関
係
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
債
権
者
が
善
意
で
弁
済
と
し
て
受
け
取
っ
た
物
を
消
費
す
る
場

合
に
弁
済
を
有
効
と
す
る
の
が
、
第
四
七
七
条
で
あ
る
。

極
め
て
限
ら
れ
た
事
例
で
は
あ
っ
て
も
、
制
限
行
為
能
力
者
に
取
消
し
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
制
限
行
為
能
力
に
基
づ
い

て
弁
済
を
取
り
消
す
債
務
者
が
、
二
度
目
の
弁
済
の
提
供
を
し
て
一
度
目
の
弁
済
目
的
物
の
返
還
を
求
め
て
も
、
債
権
者
は
そ
の
消
費
を

理
由
に
返
還
請
求
を
拒
絶
で
き
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
は
、
譲
渡
無
能
力
者
の
弁
済
場
面
で
、
債
権
者
の
消
費
に
よ
る
返
還

請
求
権
の
拒
絶
が
、
本
来
保
護
を
受
け
る
べ
き
債
務
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
債
権
者
の
利
益
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
疑
義
を
差
し
挟
ん
で

い
た
（
77
）

。
そ
の
た
め
、
無
能
力
者
が
原
因
行
為
自
体
を
取
り
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
返
還
請
求
す
る
場
合
に
は
、
第
四
七
七
条
の
適
用
が
回
避

さ
れ
る
こ
と
で
、
無
能
力
者
の
保
護
に
欠
け
な
い
と
の
反
論
が
提
起
さ
れ
た
（
78
）

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
も
は
や
本
条
に
ほ
と
ん

ど
意
味
は
な
く
な
る
た
め
、
た
と
え
無
能
力
者
が
原
因
行
為
自
体
を
取
り
消
し
て
目
的
物
の
返
還
を
主
張
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第

二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
五
四
）

四
七
七
条
の
適
用
を
認
め
て
取
引
の
安
全
を
図
る
べ
き
と
の
見
解
も
あ
る
（
79
）

。
も
は
や
、
第
四
七
七
条
の
適
用
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
見
い

だ
す
の
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
が
、
債
務
者
に
弁
済
を
取
り
消
す
利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
債
権
者
が
受
け
取
っ
た
現
物
を

返
還
す
べ
き
で
あ
り
、
債
権
者
が
す
で
に
受
け
取
っ
て
い
た
物
を
消
費
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
価
格
賠
償
に
応
じ
て
、
一
回
目
の
弁

済
の
利
益
を
債
務
者
に
返
還
す
べ
き
解
決
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
と
な
る
の
は
、
第
四
七
六
条
の
適
用
場
面
で
、
第
四
七
七
条
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
良
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
解

釈
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は
、
極
め
て
稀
に
し
か
想
定
さ
れ
得
な
い
事
例
に
対
応
す
る
第
四
七
六
条
を
、
な
お
維
持

す
る
利
益
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
立
法
問
題
で
あ
る
（
80
）

。
ド
イ
ツ
法
の
立
法
経
緯
や
法
典
調
査
会
で
の
議
論
が
示
唆
す
る
と
お
り
、
総

則
に
基
づ
く
制
限
行
為
能
力
者
の
弁
済
取
消
し
を
認
め
た
う
え
で
、
不
当
利
得
に
基
づ
く
返
還
原
則
に
従
う
こ
と
が
、
簡
明
で
し
か
も
フ

ラ
ン
ス
法
が
示
唆
し
た
公
平
な
帰
結
へ
と
至
る
で
あ
ろ
う
。
第
四
六
七
条
は
、
代
物
弁
済
事
例
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
返
還

義
務
と
履
行
義
務
と
の
同
時
履
行
を
本
来
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
理
由
付
け
に
は
疑
念
が
あ
る
と
し
て
も
、
第

四
七
六
条
の
削
除
提
案
は
結
論
と
し
て
正
当
と
評
価
で
き
よ
う
。

他
方
で
、
譲
渡
能
力
の
な
い
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
は
、
現
行
民
法
の
起
草
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
総
則
の
制
限
行
為
能
力
制
度
に

よ
っ
て
解
決
が
す
で
に
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
学
説
も
、
総
則
の
制
限
行
為
能
力
制
度
の
適
用
に

よ
っ
て
、
無
能
力
者
側
に
よ
る
行
為
の
取
消
し
を
認
め
て
い
る
（
81
）

。
し
た
が
っ
て
、
制
限
行
為
能
力
者
で
あ
る
債
権
者
側
は
、
弁
済
を
取
り

消
し
て
、
改
め
て
債
務
者
に
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
債
権
者
が
負
う
べ
き
返
還
義
務
の
範
囲
は
「
現
存
利
益
」
に
限
ら
れ

る
（
一
二
一
条
た
だ
し
書
き
）。

し
か
し
、
仮
に
、
債
権
者
の
全
面
的
な
返
還
義
務
を
認
め
る
と
し
て
も
、
債
務
者
は
一
度
目
の
弁
済
目
的
物
の
返
還
債
権
と
二
度
目
の

二
四



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
五
五
）

弁
済
債
務
の
う
ち
、
債
権
者
が
利
得
し
た
部
分
に
つ
い
て
債
務
者
の
抗
弁
が
対
抗
で
き
る
と
す
る
の
が
ド
イ
ツ
法
が
示
唆
す
る
解
決
で

あ
っ
た
。
譲
渡
能
力
の
な
い
債
権
者
に
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
物
が
、
①
債
権
者
の
手
許
に
残
る
場
合
に
現
存
利
益
と
し
て
返
還
対

象
と
な
り
、
②
債
権
者
が
必
要
な
い
し
有
益
に
消
費
し
た
利
得
部
分
は
出
費
を
免
れ
た
利
得
と
し
て
有
効
な
弁
済
と
さ
れ
る
か
抗
弁
が
対

抗
さ
れ
、
③
債
権
者
に
よ
っ
て
浪
費
さ
れ
た
部
分
は
返
還
の
義
務
は
な
く
、
債
務
者
は
そ
の
部
分
に
対
応
す
る
履
行
義
務
を
免
れ
な
い
こ

と
に
な
る
。
今
日
、「
現
存
利
益
」
は
、
債
権
者
に
よ
る
浪
費
部
分
を
除
い
た
債
権
者
の
利
得
と
解
さ
れ
る
た
め
、
譲
渡
能
力
の
な
い
債

権
者
は
、
受
け
取
っ
た
物
の
う
ち
浪
費
し
て
い
な
い
現
存
利
益
の
返
還
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
（
上
記
①
お
よ
び
②
）。
し
か
し
、
出
費

節
約
部
分
に
つ
き
、
債
権
者
と
債
務
者
と
も
に
原
状
回
復
の
一
般
原
則
に
従
っ
て
返
還
義
務
を
負
う
と
す
る
単
純
な
解
決
か
、
あ
る
い
は
、

債
権
者
の
返
還
請
求
を
信
義
則
に
よ
っ
て
制
限
す
る
解
決
も
あ
り
得
よ
う
。

以
上
よ
り
、
す
で
に
譲
渡
能
力
の
な
い
債
権
者
へ
の
弁
済
問
題
は
総
則
規
定
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
民
法
の
改
正
を
機
に
第

四
七
六
条
が
削
除
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
譲
渡
能
力
の
な
い
債
務
者
に
よ
る
弁
済
問
題
も
総
則
規
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
弁
済

規
定
か
ら
の
制
限
行
為
能
力
問
題
の
排
除
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
総
則
の
制
限
行
為
能
力
制
度
に
委
ね
る
こ
と
を
意
味
す
る
結
果
、「
共

通
項
を
括
弧
の
前
に
括
り
出
す
」
い
わ
ゆ
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン
的
構
成
の
洗
練
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
82
）

。

（
1
） 

拙
稿
「
他
人
物
に
よ
る
弁
済
」
法
学
研
究
第
八
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
2
） 

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
』（
平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
決
定
）http://w

w
w
.m
oj.

go.jp/content/000109163.pdf.

一
〇
二
頁
に
よ
れ
ば
、「
同
条
の
具
体
的
な
適
用
場
面
は
制
限
行
為
能
力
者
が
代
物
弁
済
を
し
た
場
合
に
限
ら
れ

る
一
方
で
、
そ
の
適
用
場
面
に
お
い
て
も
、
再
度
の
債
務
の
履
行
と
引
き
渡
し
た
物
の
取
戻
し
と
の
間
に
同
時
履
行
の
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、

二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
五
六
）

売
買
等
の
他
の
有
償
契
約
の
取
消
し
の
場
合
と
の
均
衡
を
欠
き
、
不
合
理
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
た
め
で
あ
る
。
第
四
七
六
条
の
削
除
方
針

は
、
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
』（
平
成
二
六
年

八
月
二
六
日
決
定
）
三
八
頁http://w

w
w
.m
oj.go.jp/content/001127038.pdf.

（
3
） C

harles A
U
B
R
Y/ C

harles R
A
U, C
ours de droit civil français d'après la m

éthode de Z
achariae, t.4, 4

èm
e éd., P

aris, 1871, 

§
316, p.152; C

harles D
E
M
O
L
O
M
B
E, T
raité des contrats ou des obligations conventionelles en général, t.4, P

aris, 1872, n

° 123, 

p.113; É
douard C

O
L
M
E
T D

E S
A
N
T
E
R
R
E, C
ours analytique de droit civil, t.5, 2

èm
e éd., P

aris, 1883, n

° 177 bis X
V
, p.316; V

ictor-

N
apoléon M

A
R
C
A
D
É, E
xplication théorique et pratique du code civil, 7

èm
e éd., t.4, P

aris, 1873, n

° 683, p.554; F
rançois L

A
U
R
E
N
T, 

P
rincipes de droit civil F

rançais, t.17, 3
èm
e éd., B

ruxelles/ P
aris, 1878, n

° 506, p.499; T
héophile H

U
C, C
om
m
entaire théorique 

&
 pratique du code civil, t.8, P

aris, 1895, n

° 17, pp.28-29; G
abriel B

A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ L

ouis Joseph B
A
R
D
E, T

raité 

théorique et pratique de droit civil, D
es obligations, t.2, 2

èm
e éd., P

aris, 1902, n

° 1426, p.488.

（
4
） F

rédéric M
O
U
R
L
O
N, R
épétitions écrites sur le code civil, t.2, P

aris, 1881, n

° 1327, p.726.

他
人
物
売
買
の
文
脈
で
は
広
く
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
他
人
物
に
よ
る
弁
済
」
前
出
注（
1
）参
照
。

（
5
） 

譲
渡
無
能
力
者
、
す
な
わ
ち
行
為
無
能
力
者
は
、
一
九
三
八
年
以
前
に
は
、
未
成
年
者
、
禁
治
産
者
お
よ
び
妻
で
あ
っ
た
。L

A
U
R
E
N
T, op. 

cit., n

° 506, pp.499-500; .B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1425, p.488.

（
6
） L

éobon L
A
R
O
M
B
IÈ
R
E, T
héorie et pratique des obligations ou com

m
entaire, t.3, P

aris, 1857, A
rt.1238, n

° 15, p.85.; L
A
U
R
E
N
T, 

op. cit., n

° 510, p.502.

（
7
） 

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
三
三
八
条
第
二
項

同
意
ま
た
は
追
認
が
な
い
場
合
、
債
務
が
有
効
に
同
意
ま
た
は
追
認
さ
れ
得
る
時
点
以
後
に
、
債
務
が
任
意
に
履
行
さ
れ
れ
ば
足
り
る
。

（
8
） A
U
B
R
Y/ R

A
U, op. cit., §

316, p.151, note 15.; D
E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 127, p.116; L
A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 510, p.502; B
A
U
D
R
Y-

L
A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1430, p.490.

（
9
） A

lexandre D
U
R
A
N
T
O
N, C
ours de droit français suivant le code civil, t.12, 3

èm
e éd., P

aris,1834, n

° 27, pp.37-38; L
A
R
O
M
B
IÈ
R
E, 

二
六



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
五
七
）

op. cit., A
rt.1238, n

° 13, p.83; D
E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 126, pp.114-115; L
A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 510, p.502.
（
10
） A

U
B
R
Y/ R

A
U, op. cit., §

316, p.151.
（
11
） D

U
R
A
N
T
O
N, op. cit., n

° 27, pp.37-38.

（
12
） C

harles-B
onaventure-M

aire T
O
U
L
L
IE
R, L
e droit civil français, t.7, 5

èm
e éd., P

aris, 1842, n

° 7, p.15.

（
13
） A

U
B
R
Y/ R

A
U, op. cit., §

316, p.151.

（
14
） L

A
R
O
M
B
IÈ
R
E, op. cit., A

rt.1238, n

° 13, p.84; L
A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 508, p.501; M
O
U
R
L
O
N, op. cit., n

° 1327, p.727; H
U
C, op. cit., 

n

° 17, p.29; B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1428, p.489.

（
15
） D

E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 130, p.118; M
A
R
C
A
D
É, op. cit., n

° 683, p.554; L
A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 508, p.501; M
O
U
R
L
O
N, op. cit., n

° 

1327, p.727; H
U
C, op. cit., n

° 17, p.29; B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1428, p.489.

（
16
） L

A
R
O
M
B
IÈ
R
E, op. cit., A

rt.1238, n

° 13, p.84; D
E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 130, p.118; M
A
R
C
A
D
É, op. cit., n

° 683, p.554; L
A
U
R
E
N
T, 

op. cit., n

° 508, p.501; M
O
U
R
L
O
N, op. cit., n

° 1327, p.727; H
U
C, op. cit., n

° 17, p.29; B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 

1428, p.489.

（
17
） L

A
R
O
M
B
IÈ
R
E, op. cit., A

rt.1238, n

° 13, p.84; H
U
C, op. cit., n

° 17, p.29; B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1428, 

pp.488-489.

（
18
） H

U
C, op. cit., n

° 17, p.29.

（
19
） L

A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 508, p.501.

（
20
） D

U
R
A
N
T
O
N, op. cit., n

° 27, p.38.

（
21
） D
E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 124, pp.113-114; C
O
L
M
E
T D

E S
A
N
T
E
R
R
E, op. cit., n

° 177 bis X
V
I, p.316; M

A
R
C
A
D
É, op. cit., n

° 684, 

pp.554-555; L
A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 507, p.500; H
U
C, op. cit., n

° 17, p.29; B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1427, p.489.

（
22
） M

A
R
C
A
D
É, op. cit., n

° 683, p.554; M
O
U
R
L
O
N, op. cit., n

° 1329, p.727.

（
23
） D

E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 131, p.118 et suiv. 

二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
五
八
）

（
24
） B

A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1431, p.490-491.
（
25
） L

A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 509, pp.501-502.

同
旨
、D

U
R
A
N
T
O
N, op. cit., n

° 29, pp.42 et suiv.
（
26
） M

O
U
R
L
O
N, op. cit., n

° 1328, p.727.

（
27
） R

obert-Joseph P
O
T
H
IE
R, T
raité des obligations, in Jean Joseph B

U
G
N
E
T, Œ

uvres de P
othier, t.2, P

aris, 1848, n

° 504, p.276.

ビ
ゴ
＝
プ
レ
ア
ム
ヌ
は
、
第
一
二
四
一
条
の
根
拠
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
債
務
者
が
、
そ
の
年
齢
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
で

受
け
取
る
能
力
を
持
た
な
い
者
に
弁
済
を
し
た
場
合
に
は
、
彼
に
は
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
。
そ
の
債
務
者
の
唯
一
の
方
策
は
、
弁
済
さ
れ
た
物
が
債
権

者
の
利
益
に
転
じ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
法
律
が
そ
の
債
権
者
に
認
め
る
保
護
は
、
彼
に
と
っ
て
、
他
人
の
出
費
で
利
得
す
る
手
段

と
は
な
り
得
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
」。P

ierre-A
ntoine F

E
N
E
T, R
ecueil com

plet des travaux préparatoires du code civil, t. X
III, 

R
éim
pression de l'édition 1827, O

snabrück, 1968, pp.265 et 266; Jean L
O
C
R
É, L
a législation civile, com

m
erciale et crim

inelle de 

la F
rance, t. X

II, P
aris, 1828, n

° 119, p.366.

（
28
） 

学
説
彙
纂
第
四
六
巻
第
三
章
第
四
七
法
文
前
節

弁
済
が
そ
の
後
見
人
の
同
意
な
く
被
後
見
人
に
為
さ
れ
た
場
合
に
、
い
つ
の
時
点
で
彼
が
利
得
し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
な
ら
、
訴

訟
の
時
点
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
様
に
、
訴
訟
の
時
点
は
、
彼
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
悪
意
の
抗
弁
に
と
っ
て
注
目
さ
れ
る
。

学
説
彙
纂
第
四
四
巻
第
一
章
第
四
法
文

自
身
に
帰
属
す
る
金
銭
が
そ
の
後
見
人
の
同
意
な
く
弁
済
さ
れ
た
被
後
見
人
の
場
合
に
、
問
わ
れ
る
の
は
、
彼
は
悪
意
の
抗
弁
に
対
抗
さ
れ
る
べ

き
か
ど
う
か
、
次
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
問
題
は
、
彼
が
彼
の
請
求
を
提
起
す
る
時
点
で
、
彼
が
な
お
金
銭
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ

で
何
か
を
取
得
し
て
い
た
の
か
で
あ
る
。

（
29
） C
O
L
M
E
T D
E S

A
N
T
E
R
R
E, op. cit., n

° 180 bis I, p.320; L
A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 541, p.527; B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 

1433, p.492.

（
30
） 

こ
れ
を
悪
意
の
抗
弁
と
説
明
す
る
の
は
、C

laude-É
tienne D

E
L
V
IN
C
O
U
R
T, C
ours de droit civil, t.2, P

aris, 1819, p.755.

（
31
） D

E
L
V
IN
C
O
U
R
T, op. cit., p.755; D

U
R
A
N
T
O
N op. cit., n

° 45, pp.63-64; L
éobon L

A
R
O
M
B
IÈ
R
E, T
héorie et pratique des obligations 

二
八



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
五
九
）

ou com
m
entaire, t.4, P

aris, 1857, A
rt.1312, n

° 8, pp.159-160.
（
32
） T

O
U
L
L
IE
R, op. cit., n

° 14, p.20; A
U
B
R
Y/ R

A
U, op. cit., §

317, p.155, note 18; D
E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 196, p.163 et suiv.; 

M
A
R
C
A
D
É, op. cit., n

° 687, p.556; L
A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 541, pp.528-529; H
U
C, op. cit., n

° 26, p.41; B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, 

op. cit., n
° 1434, pp.492-493.

（
33
） C

O
L
M
E
T D
E S

A
N
T
E
R
R
E, op. cit., n

° 180 bis IV
, p.322.

同
旨
、M

O
U
R
L
O
N, op. cit., n

° 1330, p.728.

（
34
） T

O
U
L
L
IE
R, op. cit., n

° 14, p.20; D
E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 197, p.166; C
O
L
M
E
T D

E S
A
N
T
E
R
R
E, op. cit., n

° 177 bis V
, p.323; 

B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1434, p.493.

（
35
） D

E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 197, p.166.

（
36
） L

A
U
R
E
N
T, op. cit., n

° 542, pp.528-529; H
U
C, op. cit., n

° 26, p.41.

（
37
） M

A
R
C
A
D
É, op. cit., n

° 688, p.557. 

（
38
） D

E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 199, p.166 et suiv.; C
O
L
M
E
T D

E S
A
N
T
E
R
R
E, op. cit., n

° 177 bis V
I, pp.323-324; M

O
U
R
L
O
N, op. cit., n

° 

1332, p.728; B
A
U
D
R
Y-L

A
C
A
N
T
IN
E
R
IE/ B

A
R
D
E, op. cit., n

° 1435, pp.493-494.

（
39
） 

な
お
、
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
は
、
仮
に
債
務
者
が
債
権
者
の
無
能
力
を
知
ら
ず
に
弁
済
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
弁
済
を
有
効
と
す
べ
き
と
論
じ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
契
約
を
し
た
時
点
で
は
能
力
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
無
能
力
と
な
っ
た
債
権
者
に
そ
れ
を
知
ら
ず
に
債
務
者
が
弁
済
す
る
場

合
に
は
、
弁
済
を
有
効
と
す
る
こ
と
で
、
な
お
債
務
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。D

E
M
O
L
O
M
B
E, op. cit., n

° 201, p.169 et suiv.

ポ
チ
エ
も
、
債
権
者
が
死
亡
し
て
受
任
者
の
権
限
が
な
く
な
っ
た
り
、
債
権
者
が
無
能
力
と
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
債
務
者
が
弁
済
し
た
場
合

に
は
、
な
お
弁
済
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
。P

O
T
H
IE
R, op. cit., n

° 511, pp.277-278.

（
40
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
他
人
物
に
よ
る
弁
済
」
前
出
注（
1
）参
照
。

（
41
） G
ustave B

O
IS
S
O
N
A
D
E, P
rojet de C

ode C
ivil pour l'E

m
pire du Japon accom

pagné d'un com
m
entaiere, 2

èm
e éd., D

es droits 

personnels ou obligations, T
okio, 1883, n

° 459, p.501.

（
42
） B

O
IS
S
O
N
A
D
E, op. cit., n

° 458, p.499.

こ
こ
で
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
一
二
五
条
に
対
応
す
る
草
案
財
産
編
第

二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
六
〇
）

三
四
〇
条
（
旧
民
法
財
産
編
第
三
一
九
条
）
の
無
能
力
者
側
だ
け
が
主
張
で
き
る
取
消
し
に
関
す
る
規
定
を
参
照
さ
せ
る
。

（
43
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
人
物
に
よ
る
弁
済
で
の
言
及
が
多
い
。
拙
稿
「
他
人
物
に
よ
る
弁
済
」
前
出
注（
1
）参
照
。

（
44
） B

O
IS
S
O
N
A
D
E, op. cit., n

° 465, p.508.

（
45
） B

O
IS
S
O
N
A
D
E, op. cit., n

° 465, pp.508-509.

（
46
） B

O
IS
S
O
N
A
D
E, op. cit., n

° 465, p.509.

（
47
） B

O
IS
S
O
N
A
D
E, op. cit., n

° 465, p.509.

（
48
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
四
年
）
二
五
六
頁
。
以
下
、
前

田
達
明
監
修
〔
平
田
健
治
〕『
史
料
債
権
総
論
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）
四
八
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
49
） 

『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注（
48
）二
五
三
頁
。

（
50
） 

『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注（
48
）二
五
三
│
二
五
四
頁
。
磯
村
哲
編
〔
奥
田
昌
道
〕『
註
釈
民
法
（
12
）』（
有
斐
閣
・

一
九
七
〇
年
）
七
〇
頁
参
照
。

（
51
） 

『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注（
48
）二
五
四
頁
。

（
52
） 

『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注（
48
）二
五
六
頁
。

（
53
） 

『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注（
48
）二
五
七
頁
。

（
54
） 

『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注（
48
）二
六
七
頁
。

（
55
） 

『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注（
48
）二
六
七
頁
。

（
56
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
民
法
整
理
会
議
事
速
記
録
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
八
年
）
二
五
九
頁
。

（
57
） 

『
法
典
調
査
会
民
法
整
理
会
議
事
速
記
録
』
前
出
注（
56
）二
六
九
│
二
七
〇
頁
。

（
58
） 

横
田
秀
雄
『
債
権
総
論
（
第
九
版
）』（
日
本
大
学
・
清
水
書
店
・
一
九
一
二
年
）
八
二
九
頁
、
石
坂
音
四
郎
『
日
本
民
法
第
三
編
債
権
』（
有

斐
閣
書
房
・
一
九
一
五
年
）
一
三
九
二
頁
、
鳩
山
秀
夫
『
日
本
債
権
法
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
二
五
年
）
四
〇
七
頁
、
田
島
順
＝
柚
木
馨
＝
伊

達
秋
雄
＝
近
藤
英
吉
『
註
釈
日
本
民
法
（
債
権
編
総
則
）
下
巻
』（
巌
松
堂
書
店
・
一
九
三
六
年
）
四
四
│
四
五
頁
、
三
潴
信
三
『
債
権
法
提
要
総

三
〇



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
六
一
）

論
下
冊
』（
有
斐
閣
・
一
九
三
六
年
）
五
一
六
│
五
一
七
頁
、
勝
本
正
晃
『
債
権
法
概
論
（
総
論
）』（
有
斐
閣
・
一
九
四
九
年
）
四
六
一
頁
、
我
妻

榮
『
新
訂
債
権
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
）
二
二
〇
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版
〕』（
悠
々
社
・
一
九
九
二
年
）
五
一
四
頁
。

（
59
） 
石
坂
・
前
出
注（
58
）一
三
九
四
頁
註
2
。
な
お
、
代
物
弁
済
へ
の
適
用
を
指
摘
す
る
の
は
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅲ
〔
第
三
版
〕』（
東
京
大
学
出
版

会
・
二
〇
〇
五
年
）
三
五
│
三
六
頁
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
〔
第
三
版
〕』（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
三
年
）
三
二
三
頁
。

（
60
） 

横
田
・
前
出
注（
58
）八
二
九
頁
、
磯
村
〔
奥
田
〕
前
出
注（
50
）七
三
頁
。

（
61
） 

梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
』（
和
仏
法
律
学
校
・
明
法
堂
・
一
八
九
七
年
）
二
三
七
頁
。
同
旨
、
横
田
・
前
出
注（
58
）八
三
〇
頁
。

な
お
、
未
成
年
者
の
母
親
が
親
族
会
の
同
意
を
得
な
い
で
未
成
年
者
の
動
産
を
代
物
弁
済
と
し
て
引
き
渡
し
た
後
に
そ
れ
を
取
り
消
し
た
事
案
で
本

条
が
適
用
さ
れ
た
が
（
名
古
屋
地
判
年
月
日
不
詳
・
新
聞
五
三
四
号
一
三
頁
）、
未
成
年
者
の
母
親
が
親
族
会
の
同
意
を
得
な
い
で
株
券
を
債
権
担

保
と
し
て
引
き
渡
し
て
後
に
取
り
消
し
た
事
案
で
は
、
弁
済
で
は
な
く
担
保
と
し
て
交
付
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
本
条
の
適
用
が
否
定
さ
れ
た

（
東
京
控
判
大
正
一
四
年
六
月
四
日
評
論
一
四
巻
民
七
三
八
頁
）。

（
62
） 

我
妻
・
前
出
注（
58
）二
二
〇
頁
。

（
63
） 

奥
田
・
前
出
注（
58
）五
一
四
頁
。

（
64
） 

無
能
力
者
が
取
消
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
債
権
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
債
権
者
は
有
効
な
弁
済
と
の
引
き
換
え
を
主
張
で

き
る
。
梅
・
前
出
注（
61
）二
三
七
頁
、
岡
松
参
太
郎
『
註
釈
民
法
理
由
第
七
版
』（
有
斐
閣
書
房
・
一
八
九
九
年
）
二
五
六
頁
、
田
島
＝
柚
木
＝
伊

達
＝
近
藤
・
前
出
注（
58
）四
二
│
四
三
頁
。
こ
れ
も
債
権
者
に
認
め
ら
れ
る
「
一
種
ノ
留
置
権
」
と
さ
れ
る
。
石
坂
・
前
出
注（
58
）一
三
九
一
頁
。

こ
の
「
留
置
権
」
に
よ
っ
て
債
権
者
の
保
護
を
図
る
の
が
、
第
四
七
六
条
の
趣
旨
と
さ
れ
る
。
平
井
宜
雄
『
債
権
総
論
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
・

二
〇
〇
四
年
）
一
八
〇
頁
。

（
65
） W
erner S

C
H
U
B
E
R
T 

（H
rsg.

）, D
ie V
orlagen der R

edaktoren für die erste K
om
m
ission zur A

usarbeitung des E
ntw
urfs eines 

B
ürgerlichen G

esetzbuches, R
echt der S

chuldverhältnisse, T
eil 1, A

llgem
einer T

eil, V
erfasser: F

ranz P
hilipp von K

Ü
B
E
L, 

B
erlin/ N

ew
 Y
ork, 1980, S

.1003.

（
66
） 

グ
ル
ヒ
ョ
ト
は
そ
の
弁
済
論
で
、
弁
済
は
意
思
行
為
で
あ
る
た
め
意
思
能
力
を
必
要
と
し
、
無
能
力
者
が
弁
済
を
し
た
場
合
に
は
、
返
還
請
求

三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
六
二
）

権
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
対
し
て
悪
意
の
抗
弁
が
対
抗
さ
れ
る
結
果
、
弁
済
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
学
説
彙
纂
第
五
〇
巻

第
一
七
章
第
一
七
三
法
文
第
三
節
「
自
身
が
返
還
す
べ
き
も
の
を
請
求
す
る
者
は
悪
意
に
よ
っ
て
行
為
す
る
」
を
参
照
さ
せ
る
。Julius A

lbert 

G
R
U
C
H
O
T, D
ie L
ehre von der Z

ahlung der G
eldschuld nach heutigem

 deutschen R
echte, B

erlin, 1871, S
.15f.

フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
は
、

後
見
の
一
環
と
し
て
、
被
後
見
人
は
有
効
に
譲
渡
で
き
な
い
た
め
、
後
見
人
の
同
意
な
く
い
か
な
る
弁
済
も
で
き
ず
、
債
務
者
側
は
所
有
権
ま
た
は

不
当
利
得
に
基
づ
い
て
返
還
請
求
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
返
還
請
求
権
は
債
権
者
に
よ
る
悪
意
の
抗
弁
に
対
抗
さ
れ
る
と
す
る
。K

arl A
dolph 

von V
A
N
G
E
R
O
W
, L
ehrbuch der P

andekten, B
d.1, 7. A

ufl ., M
arburg/ L

eipzig, 1863, §
279, A

nm
.1, p.516.

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、

不
当
利
得
の
一
環
と
し
て
、
誤
っ
て
自
身
の
も
の
と
み
な
す
他
人
物
を
債
権
者
が
消
費
し
た
り
、
他
に
引
き
渡
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
も
は
や

債
務
者
は
不
当
利
得
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
を
持
た
な
い
と
す
る
。B

ernhard W
IN
D
S
C
H
E
ID, L

ehrbuch des P
andektenrechts, B

d.2, 7.A
ufl ., 

F
rankfurt am

 M
ain, 1891, §

426, S
.549, A

nm
.12.

ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
弁
済
要
件
で
譲
渡
能
力
の
必
要
性
を
論
じ
つ
つ
、
行
為
無
能
力
の
項
目

を
参
照
さ
せ
、
そ
こ
で
債
務
者
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
消
滅
を
説
く
。C

arl F
riedrich F

erdinand S
IN
T
E
N
IS, D

as praktische gem
eine 

C
ivilrecht, B

d.1, 3.A
ufl ., L

eipzig, 1868, §
17 S

.141, N
ote 27; ders, D

as praktische gem
eine C

ivilrecht, B
d.2, 3.A

ufl . L
eipzig, 

1868, §
103, S

.412.; 

行
為
能
力
の
一
環
に
位
置
づ
け
る
の
は
、Josef U

N
G
E
R, S
ystem

 des österreichischen P
rivatrechts, B

d.2, 

L
eipzig, 1859, S

.29 N
ote 25.

一
九
世
紀
の
当
初
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
じ
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
普
通
法
も
、
無
能
力
者
を
め
ぐ
る
弁
済
問
題
は
、
弁
済
の
要
件
と
し
て
論
じ
て

い
た
。
た
と
え
ば
、
テ
ィ
ボ
ー
は
、「
債
権
者
が
自
ら
を
法
律
関
係
か
ら
解
放
す
る
能
力
が
な
け
れ
ば
、
彼
の
後
見
人
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
弁
済
に

入
る
」
と
し
、「
債
務
者
が
自
身
の
財
産
を
自
由
に
処
分
し
て
は
な
ら
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
後
見
人
が
弁
済
で
き
る
」
と
し
て
、
弁
済
の
要
件
に

譲
渡
能
力
を
挙
げ
て
い
る
。A

nton F
riedrich Justus T

H
IB
A
U
T, S
ystem

 des P
andekten-R

echts, B
d.1, Jena, 1805, §

70, §
72, S

.65f.

同
旨
、F
erdinand M

A
C
K
E
L
D
E
Y, L
ehrbuch des heutigen röm

ischen R
echts, B

d.1, 10.A
ufl ., G

iessen, 1833, §
487, S

.342.

ホ
ル
ツ

シ
ュ
ー
ハ
ー
は
、
無
能
力
者
の
弁
済
で
あ
っ
て
も
、
債
権
者
が
受
け
取
っ
た
物
を
消
費
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
も
は
や
返
還
請
求
で
き
な
い
と

す
る
。R

udolf F
reiherrn von H

O
L
Z
S
C
H
U
H
E
R, T
heorie und C

asuistik des gem
einen C

ivilrechts, B
d.3, 2.A

ufl ., L
eipzig, 1858, S

.176, 

zu 16.

し
か
し
、
そ
の
後
の
普
通
法
学
は
、
あ
る
い
は
行
為
無
能
力
制
度
、
あ
る
い
は
、
不
当
利
得
制
度
の
中
で
譲
渡
無
能
力
者
を
め
ぐ
る
弁
済
問

三
二



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
六
三
）

題
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
整
備
の
途
上
で
、
無
能
力
者
を
め
ぐ
る
弁
済
の
問
題
が
よ
り
上
位
の
包
摂
ル
ー
ル

へ
と
取
り
込
ま
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
眺
め
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
最
終
的
に
、
譲
渡
無
能
力
者
を
め
ぐ
る
弁
済
問
題
は
、
総
則
と
し
て
昇
華
さ

れ
た
行
為
無
能
力
に
関
す
る
上
位
ル
ー
ル
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
67
） 
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
六
章
第
四
一
条

む
し
ろ
、
無
能
力
者
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
た
各
支
払
は
、
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
た
限
り
で
、
支
払
者
の
た
め
に
有
効
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
第
一
四
二
一
条

そ
う
で
な
け
れ
ば
自
身
の
財
産
を
管
理
す
る
能
力
の
な
い
者
も
、
正
当
で
満
期
の
債
務
を
適
法
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
、
自
身
の
責
任
を
処
理
で

き
る
。
し
か
し
、
そ
の
者
が
、
い
ま
だ
不
確
定
ま
た
は
満
期
で
な
い
債
務
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
見
人
ま
た
は
財
産
管
理
人
は
、
支
払
わ

れ
た
も
の
の
返
還
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
第
六
八
九
条

自
身
の
財
産
を
自
由
に
処
分
し
て
は
な
ら
な
い
者
が
責
任
を
履
行
す
る
場
合
、
彼
の
法
定
代
理
人
が
給
付
さ
れ
た
も
の
の
返
還
を
請
求
で
き
る
の

は
、
債
権
者
が
、
時
期
と
対
象
に
よ
っ
て
、
彼
が
請
求
す
る
権
利
を
持
つ
以
上
に
取
得
し
な
か
っ
た
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

ヘ
ッ
セ
ン
草
案
第
二
八
〇
条
第
三
項

し
か
し
な
が
ら
、
必
要
な
譲
渡
権
限
の
欠
缺
は
、
そ
の
支
払
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
満
期
と
な
っ
た
責
任
だ
け
が
履
行
さ
れ
た
場
合
に
、
支
払
債

務
者
な
い
し
は
そ
の
必
要
な
代
理
人
に
、
返
還
請
求
の
権
利
を
与
え
な
い
。

バ
イ
エ
ル
ン
草
案
第
一
六
六
条

責
任
の
履
行
が
譲
渡
行
為
か
ら
な
る
場
合
、
そ
れ
が
法
的
に
有
効
な
の
は
、
履
行
者
が
履
行
の
時
点
で
、
自
身
の
財
産
に
つ
い
て
自
由
な
処
分
権

限
と
譲
渡
権
限
を
有
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
必
要
な
譲
渡
権
限
の
欠
缺
が
、
履
行
す
る
債
務
者
に
も
、
そ
の
法
定
代
理
人
に
も
、
返
還
請
求
を
認
め
な
い
の
は
、
有
効
に
存

在
し
満
期
と
な
っ
た
責
任
が
履
行
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。

三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
六
四
）

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
第
三
四
六
条

本
人
の
無
能
力
に
基
づ
い
て
自
身
の
財
産
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が
、
支
払
を
給
付
し
た
場
合
、
そ
の
法
定
代
理
人
は
、
履
行

さ
れ
た
責
任
が
根
拠
の
あ
る
満
期
の
責
任
で
あ
る
限
り
、
給
付
さ
れ
た
も
の
の
返
還
を
請
求
で
き
な
い
。

（
68
） S

C
H
U
B
E
R
T, a.a.O

., S
.1025f.

（
69
） 

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
六
章
第
三
六
条

各
人
が
自
身
の
財
産
の
管
理
に
つ
き
、
法
律
ま
た
は
裁
判
官
の
判
決
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
る
限
り
、
彼
に
対
し
て
い
か
な
る
有
効
な
支
払
も
給

付
さ
れ
得
な
い
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
第
一
四
二
四
条

債
務
額
は
、
債
権
者
、
受
領
に
相
当
な
彼
の
権
限
者
ま
た
は
裁
判
所
が
債
権
の
所
有
者
と
し
て
認
め
た
者
に
対
し
て
給
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
各
人
が
そ
の
財
産
を
自
身
で
管
理
し
て
は
な
ら
な
い
者
に
対
し
て
支
払
っ
た
場
合
、
支
払
わ
れ
た
も
の
が
実
際
に
存
在
し
な
い
か
、
ま
た
は
、

受
領
者
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
た
限
り
で
、
彼
は
再
び
支
払
う
責
任
を
負
う
。

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
第
六
九
三
条

履
行
が
、
自
身
の
財
産
を
自
由
に
処
分
し
て
は
な
ら
な
い
権
利
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
無
効
で
あ
る
、
た
だ
し
、
給
付
さ
れ
た
も

の
が
法
定
代
理
人
の
手
に
は
い
る
か
、
ま
た
は
、
権
利
者
が
利
得
す
る
か
、
ま
た
は
、
給
付
さ
れ
た
も
の
が
彼
の
許
に
な
お
存
在
す
る
場
合
は
別
で

あ
る
。

ヘ
ッ
セ
ン
草
案
第
二
八
三
条
第
一
項

支
払
は
、
債
権
者
が
自
身
の
財
産
を
自
由
に
処
分
で
き
る
場
合
に
し
か
、
債
権
者
自
身
に
対
し
て
有
効
に
給
付
さ
れ
得
な
い
。

バ
イ
エ
ル
ン
草
案
第
一
六
八
条

責
任
の
履
行
が
物
ま
た
は
権
利
の
移
転
か
ら
な
る
場
合
、
そ
れ
は
、
債
権
者
が
自
身
の
財
産
に
つ
い
て
自
由
な
処
分
権
を
有
す
る
と
き
に
し
か
、

債
権
者
ま
た
は
彼
に
任
命
さ
れ
た
代
理
人
に
対
し
て
有
効
に
行
わ
れ
得
な
い
。

債
権
者
に
処
分
権
限
が
欠
け
る
場
合
、
彼
の
法
定
代
理
人
ま
た
は
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
代
理
人
に
対
し
て
し
か
有
効
に
行
わ
れ
得
な
い
。

三
四



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
六
五
）

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
第
三
四
九
条

債
務
者
が
、
本
人
の
無
能
力
に
基
づ
い
て
、
自
身
の
財
産
を
自
由
に
処
分
で
き
な
い
債
権
者
に
支
払
っ
た
場
合
、
彼
が
自
身
の
責
任
か
ら
解
放
さ

れ
る
の
は
、
給
付
さ
れ
た
も
の
が
債
権
者
の
法
定
代
理
人
の
手
に
は
い
る
か
、
ま
た
は
、
訴
え
の
通
知
の
時
点
で
債
権
者
の
許
に
な
お
存
在
す
る
か
、

ま
た
は
債
権
者
が
そ
の
時
点
で
な
お
利
得
し
て
い
た
限
り
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。

（
70
） 

グ
ル
ヒ
ョ
ト
は
、
弁
済
の
受
領
に
も
債
務
者
を
解
放
す
る
効
果
を
持
つ
法
律
行
為
の
た
め
の
能
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
無
能
力
者
へ
の
弁
済
も
、

支
払
わ
れ
た
も
の
が
な
お
存
在
す
る
か
、
ま
た
は
受
領
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
利
得
す
る
限
り
で
、
効
力
を
持
つ
と
す
る
。G

R
U
C
H
O
T, a.a.O

., S
.49ff .

債
権
者
に
受
領
能
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た
。L

udw
ig A

R
N
D
T, L
ehrbuch der P

andecten, M
ünchen, 1852, 

§
261, S

.401.

前
出
注（
66
）参
照
。

（
71
） 

ヘ
ッ
セ
ン
草
案
第
二
八
四
条

支
払
の
受
領
能
力
の
な
い
債
権
者
（
第
二
八
三
条
）
に
対
し
て
給
付
さ
れ
た
支
払
を
、
債
務
者
が
債
権
と
相
殺
で
き
る
の
は
、
給
付
さ
れ
た
も
の

が
債
権
者
の
財
産
に
利
用
さ
れ
、
債
権
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
訴
え
の
時
点
で
な
お
利
得
し
て
い
る
こ
と
を
、
債
務
者
が
証
明
す
る
限
り
に
お
い
て
だ

け
で
あ
る
。

理
由
書
は
、「
何
人
も
他
人
を
害
し
て
、
つ
ま
り
、
受
領
能
力
の
な
い
債
権
者
は
、
彼
の
債
務
者
を
害
し
て
、
自
身
利
得
す
べ
き
で
は
な
い
」
た

め
で
あ
る
と
説
明
す
る
。W
erner S

C
H
U
B
E
R
T 

（H
rsg.

）, B
ürgerliches G

esetzbuch für das G
roßherzogthum

 H
essen, E

ntw
ürfe und 

M
otive 

（1842-1853

）, F
rankfurt am

 M
ain, 1986, S

.149.

（
72
） S

C
H
U
B
E
R
T, a.a.O

., F
N
.65, S

.1026f.

（
73
） H

orst H
einrich J

A
K
O
B
S/ W

erner S
C
H
U
B
E
R
T 

（H
rsg.

）, D
ie B

eratung des B
ürgerlichen G

esetzbuchs, R
echt der 

S
chuldverhältnisse I, B

erlin/ N
ew
 Y
ork, S

.623f.

（
74
） 

総
則
決
議
第
四
二
条
は
、
七
歳
に
満
た
な
い
未
成
年
者
が
行
為
能
力
を
制
限
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
未
成
年
者
も
、
単
に
権
利
を
得
ま
た
は

責
任
を
免
れ
る
だ
け
の
法
律
行
為
を
行
う
能
力
が
あ
り
、
さ
ら
に
法
定
代
理
人
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
総
則
決
議
第
四
三

条
は
、
行
為
無
能
力
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
が
、
未
成
年
者
に
対
す
る
行
為
は
、
未
成
年
者
が
単
に
権
利
を
得
ま
た
は
責

三
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
七
六
六
）

任
を
免
れ
る
だ
け
の
場
合
に
有
効
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
定
め
る
。H

orst H
einrich J

A
K
O
B
S/ W

erner S
C
H
U
B
E
R
T 

（H
rsg.

）, D
ie B
eratung des 

B
ürgerlichen G

esetzbuchs, A
llgem

einer T
eil, 1. T

eilband, B
erlin/ N

ew
 Y
ork, 1985, S

.535, S
.540.

（
75
） J

A
K
O
B
S/ S

C
H
U
B
E
R
T, a.a.O

., S
.624f.

（
76
） B

enno M
U
G
D
A
N, D

ie gesam
ten M

aterialien zum
 bürgerlichen G

esetzbuch für das D
eutsche R

eich, B
d.2, R

echt der 

S
chuldverhältnisse, B

erlin, 1899, N
eudruck, D

arm
stadt, 1979, S

.45.

（
77
） 

債
権
者
の
善
意
の
消
費
・
譲
渡
に
よ
っ
て
債
権
者
の
利
益
は
確
保
さ
れ
る
が
、
無
能
力
債
務
者
は
不
利
益
を
被
り
得
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
学
説

は
批
判
を
向
け
て
い
た
。
こ
の
批
判
は
、
わ
が
国
の
第
四
七
七
条
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
得
る
。
石
坂
・
前
出
注（
58
）一
三
九
四
頁
註
3
。

（
78
） 

鳩
山
・
前
出
注（
58
）四
〇
八
頁
。

（
79
） 

三
潴
・
前
出
注（
58
）五
一
九
頁
。

（
80
） 

第
四
七
六
条
を
代
物
弁
済
に
限
定
す
る
解
釈
は
極
論
で
あ
る
。
種
類
債
務
や
選
択
債
務
に
も
適
用
余
地
は
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
、
制
限
行
為
能

力
者
に
よ
る
弁
済
が
所
有
権
移
転
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
給
付
行
為
の
取
り
消
し
を
認
め
る
こ
と
自
体
が
起
点
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
る
期
限
前
弁
済
の
取
消
し
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
場
合
に
は
、
正
当
な
履
行
行
為
と
の

同
時
履
行
関
係
は
存
在
し
な
い
た
め
、
第
四
七
六
条
の
適
用
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。

（
81
） 

石
坂
・
前
出
注（
58
）一
四
一
三
│
一
四
一
四
頁
、
田
島
＝
柚
木
＝
伊
達
＝
近
藤
・
前
出
注（
58
）四
五
頁
、
三
潴
・
前
出
注（
58
）五
〇
七
頁
。
た

だ
し
、
弁
済
が
法
律
行
為
で
な
い
と
す
れ
ば
、
行
為
能
力
を
制
限
さ
れ
た
債
権
者
で
あ
っ
て
も
弁
済
を
受
領
す
る
能
力
が
認
め
ら
れ
る
が
、
弁
済
を

受
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
取
っ
た
物
を
浪
費
す
る
な
ど
の
不
利
益
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
無
能
力
者
側
に
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
と

説
か
れ
る
。
弁
済
と
給
付
行
為
と
を
区
別
し
た
う
え
で
、
弁
済
の
法
的
性
質
を
非
法
律
行
為
と
把
握
す
る
学
説
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
こ
の
問

題
は
、
弁
済
の
法
的
性
質
論
と
し
て
、
別
途
考
察
の
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
民
法
改
正
研
究
会
（
代
表
加
藤
雅
信
）『
民
法
改
正
と
世
界
の
民
法
典
』

（
信
山
社
・
二
〇
〇
九
年
）
五
九
八
頁
は
、
物
権
行
為
の
独
自
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
と
調
和
し
な
い
第
四
七
六
条
の
削
除
を
提
言
し

て
い
る
。
し
か
し
、
物
権
行
為
の
独
自
性
を
否
定
す
る
と
し
て
も
、
弁
済
時
の
給
付
行
為
に
よ
っ
て
物
の
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
を
合
意
す
る
こ

と
は
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
ち
に
第
四
七
六
条
の
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

三
六



譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
（
北
居
）

（
七
六
七
）

（
82
） 

前
出
注（
66
）参
照
。
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
民
法
改
正
と
契
約
法
：
民
法
の
体
系
」
法
セ
ミ
七
一
〇
号
（
二
〇
一
四

年
）
八
〇
頁
以
下
を
参
照
。

三
七




