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シ
ュ
レ
ー

ゲ

ル
ベ

ル
ゲ

ル

『
民

法
典

へ
の
訣
別
』
(
邦
諜

)

舟

橋

諄

一

は

し

が
き

ー

こ

こ
に
課

出

す

る
の
は

、

ド

ク

ト

ル

・
フ
ラ

ン
ツ

・

シ
ュ

レ
ー

ゲ

ル

ベ

ル
ゲ

ル

(
D
r
.
 
F
r
a
n
z
 
 
S
c
h
l
e
g
e
l
b
e
r
g
e
r
,
 
S
t
a
a
t
s

s
e
k
r
e
t
a
r
 
i
m
 
R
e
i
c
h
s
j
u
s
t
i
z
m
i
n
i
s
t
e
r
i
u
m

)
が
、
西
暦

一
九
三
七
年

一
月
二
十
五
日

に
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
大
學

で
行

つ
た
講
演

を
内
容

と

す
る
、

『
民
法
典

へ
の
訣
別

(
A
b
s
c
h
i
e
d
 
v
o
m
 
B
G
B

)
』

と
題
す
る
小
紛
子
で
あ

る
。

な
ほ
、

こ
れ

に
關
し
て
は
、
別

に
叢

表
す

る
拙
稿

『
「
民
法
典

へ
の
訣
別
」
論
に
つ

い
て
』

(
日
本
経
済

法
學
會
第
三
回
大
會
報
告
書

「
経
済
法

の
諸
問
題
」

③
所
牧
)

を
参
照

せ
ら
れ
た

い
。

法
の
本
質
を
民
族
生
活
の
外
部
に
求
め
す
に
、
そ
れ
を
、
軍

に
、
秩
序
づ
け
る
面
か
ら
見
九
生
活
観
の
特
殊
相

(
e
i
n
e
 
b
e
s
o
n
d
e
r
e

A
n
s
c
h
a
u
u
n
g
 
d
e
s
 
L
e
b
e
n
s
 
u
n
t
e
r
 
o
r
d
n
e
n
d
e
n
 
G
e
s
i
c
h
t
s
p
u
n
k
t
e
n
)

)
だ
と
認
む
る
者
は
、
法
の
発
展

が
、
生
活
観

(
L
e
b
e
n
s
a
u
f

f
a
s
s
u
n
g

)

の
変
遷
、
な
ら
び
に
、
民
族
の
生
活
目
的
の
方
向

(
d
i
e
 
R
i
c
h
t
u
n
g
 
d
e
r
 
v
o
l
k
i
s
c
h
e
n
 
L
e
b
e
n
s
z
i
e
l
e

)
に
よ
つ
て
、
必

然
的
に
決
定
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
深
く
確
信
し
て
ゐ
る
に
相
違
な
い
。
ド
イ
ツ
民
族
の
精
神
的
な
ら
び

に
道
義
的
再
生
は
、
世

界
史
的
意
義
を
も

つ
出
來
事
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
不
可
抗
的
な
強
い
力
を
も
つ
て
、
法
律
観

(
R
e
c
h
t
s
a
u
f
f
a
s
s
u
n
g

)

の
変



法

政

研

究

第
十
二
巻

第
二
號

二
〇
八

遷
を
も
.
.も
た
ら
し
江
。
し
か
も
、
こ
の
変
遷
は
噂
そ
の
深
刻
さ
に
お
い
て
、
近
代
法
律
史
上
類
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
、
わ
"

わ
れ
ド
イ
ツ

人
は
、
今
や
再
び
、
み
つ
か
ら
の
自
我
」(
d
a
s
 
e
i
g
e
n
e
 
I
c
h

)
の
禮
讃
、
な
ら
び
に
、
大
衆
す
な
は
ち
複
数
月
我

(
e
i
n
e

I
c
h
v
i
e
l
h
e
i
t
)

の
意
見
に
対
す

る
心
遣
ひ
か
ら
、
解
放
せ
ら
れ
π
。
わ
れ
わ
れ
は
再
び
、
わ
れ
ら
の
力
の
根

源
、
す
な
は
ち
、
.民
族

に
お
け
る
わ
れ
ら
の
繋
が
り

(
u
n
s
e
r
e
 
V
e
r
b
u
n
d
e
n
h
e
i
t
 
i
m
 
V
o
l
k
e

)

に
、.
思
び
を
致
喧
に
杢

つ
た
の
で
あ
乃
。
民
族
の
心
臓

の

鼓
動
と
個
人
の
心
臓
の
鼓
動
と
の
和
音
は
、
再
び
回
復
さ
れ
た
。
民
族
的
繋
が
り

(
V
o
l
k
s
v
e
r
b
u
n
d
e
n
h
e
i
t

)

の
自
畳
は
、
わ
れ
わ

れ
を
し
て
、
み
つ
か
ら
の
民
族
の
魂
に
燭
れ
し
め
る
。
民
族
共
同
盟

(
V
o
l
k
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t

)
は
、
も
は
や

↓
の
夢
で
は
な
く
て
、

よ
ろ
こ
ば
し
き

一
の
現
實
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
ら
し
き
ド
イ
ツ

の
生
活
型
式
の
指
導
観
念
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
わ
れ
わ

れ
の
法
を
新

尤
に
整
備
す
る
に
つ
い
て
の
中
心
的
覗
窯

(
B
l
i
c
k
p
u
n
k
t

)
を
與

へ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
・
法
の
新
π
な
る
整
備
は
、
生
活
を
法
的
に
観
察
し
は
じ
め
る
に
際
し
て
現
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
學

生
時
代
に
聞

い
π
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
法
學
お
よ
び
法
内
容
の
最
上
級
の
区
分
は
、
公
法
お
よ
び
私
法
の
匪
分
だ
と
さ
れ
、
も
し

一

の
法
規
範
に
対
し

て
個
人
の
利
益
が
何
よ
り
も
先
づ
第

一
に
決
定
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
か
か
る
法
規
範

は
私
法
に
屡
し
、
ま
九
、.

も
し

一
の
法
規
範
に
対
し
て
全
體

の
利
益
が
基
準

と
さ
れ
、
そ
れ
に
個
人
が
從
屡
し
か
つ
奉
仕
す
る
場
合
に
は
、
か
か
る
法
規
範
は
、

公
法
に
属
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ざ
こ
ま
で
こ
の
二
匿
分
が
是
認
せ
ら
る
べ
き
か
の
問
題
が
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
、
ま

さ
に
現
在
、
改
め
て
ま
た
活
渡
に
論
議
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
確
か
に
偶
然
で
は
な
い
。
だ
が
、
し
か
し
、

生
活
領
域
を
社
會
的
に



考
察
す
る
こ
と
の
進
む
に
つ
れ
て
、
必
然
的
に
、
こ
の
境
界
は
次
第
に
抹
殺
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
代
的
労

働
法
の
発
展
を
指
示
す
噂o
だ
け
で
充
分
で
あ
ら
う
。
す
な
は
ち
、
労
働
法
は
、
狭
い
私
法
的
境
界
か
ら
脱
し
て
、
遙
か
に
公
法
の
領

分
に
ま
で
進
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
お
も
ふ
に
、
こ
の
間
題
を
絵
す
と
こ
ろ
な
く
論
じ
霊
く
す
こ
と
は
、
學
理
に
一
任
せ
ら
る
べ

き
も
の
と
信
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
徴
候

(
Z
e
i
c
h
e
i
b

)

が
必
す
し
も
當
て
に
な
ら
ぬ
も
の
ば
か
り
と
は
限
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
學
理

は
そ
れ
に
よ
つ
て
、
な
ほ
相
當
に
長
い
間
、
豊
富
な
る
研
究
資
料
を
も
つ
に
至
る
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
公
法

と
私
法
と
の
区
書
の
問

題
が
、
な
は
未
だ
い
つ
れ
の
國
に
お
い
て
も
、
満
足
に
か
つ
普
遍
安
當
的
に
解
決
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
窮
余

の
解

決
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
限
り
に
お
い
て
も
、
文
明
國
の
圏
内
で
の

一
致
が
未
だ
に
達
成
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
、
ま

つ
江
く
、
こ
の
間

題
に
内
在
す
る
不
透
明
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
九
だ
、
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
で
は
、
以
前
に
は
わ
れ
わ
れ
自
身

の
間
に
お
い
て
さ

へ
刑
法
を
民
法
の

一
部
と
し
て
取
扱
ひ
、
ま
九
、
今
な
ほ
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ド
イ
ツ
と
は
反
対

に
、
民
事
訴
訟
の
法
が
主
と
し
て
も

つ
ば
ら
私
法

に
数

へ
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
指
し
示
す
に
と
ざ
め
る
。
往

々
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
私
法
の
法
典
中

に
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
す
べ
て
の
法
領
域
を
私
法
の
う
ち
に
含
ま
せ
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
い
は
ば
経
験
的
に
、
私
法
の
圏
を
決
定
す
る

こ
と
に
、
逃
げ
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
甚
だ
し
く
危
険
な
企
て
で
あ
り
、
わ
九
く
し
は
直
ぐ
後
で
、
さ
ら
に
も
う

一

度
、
他
の
事
と
關
聯
し
て
♪
そ
れ
に
立
ち
戻
つ
て
論
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
で
、
差
し
あ
た
b
、
わ
た
く
し
は
こ
の
間
題
に
つ
き
、

こ
れ
以
上
立
入

つ
て
論
す
る
必
要
を
認
め
な
い
。



法

政

研

究

第
十
二
巻

第
二
號

二

一
〇

目
下
の
と
こ
ろ
二
つ
の
こ
と
を
確
定
す
る
だ
け
で
、
わ
た
く
し
に
は
充
分
で
あ
る
。
そ
の
第

一
は
、
あ
る
種
の
生
活
領
域
で
、
純

粋
に
私
法
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
わ
#
く
し
が
自
分

の
自
動
車
を
ド
イ
ツ

民

族
共
同
饅
の
受
託
者
と
し
て
所
持
し
て
ゐ
る
と
、
誰
か
が
主
張
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誇
張
に
す
ぎ
る
で
あ
ら
う
。
だ
が
、

も
し
、
例

へ
ば
車
罷
ま
た
は
タ
イ
ヤ
が
公
共
の
目
的
の
忙
め
に
要
求
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
、
法
的
考
察
の
変
化

が
起
b
う
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
引
渡
強
制
が
命
ぜ
ら
れ
る
か
、
あ
る
ひ
は
、
引
渡
を
勧
告
さ
れ
る
か
は
、
何
ら
決
定
的
で
な
い
。

し
か
る
に
、
こ
れ
と
根
本
的
に
異

つ
て
判
断
せ
ら
る
べ
き
は
、
次
の
諸
事
例
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
例

へ
ば
、
誰
か
が
古
文
書
の
う

ち
に
音
樂
の
傑
作
の
手
稿
を
襲
見
す
る
と
か
、
あ
る
ひ
は
、
1

最
近
新
聞
紙
上
に
現
礁
れ
た
事
件
だ
が
ー

-
外
見
上
価
値

少
な
き

什
器
と
し
て
、
世
界
大
戦
に
お
い
て
沈
波
し
た
ド
イ
ツ

海
軍
の
英
雄
的
艦
鷲
の
装
具
を
取
得
す
る
と
か
、
と
い
ふ
や
う
な
場
合
で
あ

る
。
か
や
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
民
族
同
胞

の
共
同
の
利
益

に
対
す

る
顧
慮
が
個
人
の
利
益
を
蔽
ひ
陰
し
、
か
く
て
、

法
律
状
態

は
公
法

の
九
め
有
利
に
推
移
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
再
び
復
活
し
た
ド
イ
ツ

民
族
の
精
神
的

お
よ
び
道
義
的
心
構

へ

を
特
徴
づ
け
、
ま
た
、
第
二
の
確
定
た
る
、
ま
す
ま
す
強
ま
り
つ
つ
あ
る
力
を
も
つ
て
公
共
的
利
益

を
個
人

の
利
益

に
打
ち
勝
九
し

め
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
ゐ
。

す
で
に

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
シ
ゼ

一
般
國
法

(
d
a
s
 
P
r
e
u
s
s
i
s
c
h
e
 
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
L
a
n
d
r
e
c
h
t

)
の
序
章

(
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g

)
に
、
次

の
や
う
な
言
葉
が
あ
つ
π
。
そ
れ
は
、

『
民
族
成
員
ノ
個
λ
ノ
権
利
及
ビ
利
益

ト
、
共
同
生
活
∠
醐
社
増
進
ノ
タ
メ
ノ
権
利
及
ビ
義



務
ト
ノ
間

昌
矛
盾
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
前
者

ハ
後
者

二
後

レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
』
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

ナ
チ

ス
窯

の
綱

領
が
、

『
公
釜

ハ
私
釜

昌
先
ダ
ツ
』

(
G
e
m
e
i
n
n
u
t
z
 
g
e
h
t
 
v
o
r
 
E
i
g
e
n
n
u
t
z

)
、
と
い
ふ
要
求
を
掲
ぐ
る
の
と
、
何
九
る
相
違
の

あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
要
求
は
、
軍
に
法
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
生
活
に
關
…す
る
に
と
ご
ま
ら
ぬ
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
れ
は
P
た
だ
に
法
命
題

(
R
e
c
h
t
s
s
a
t
z

)
た
る
の
み
な
ら
す
、
オ
で
に
信
仰
命
題

(
G
l
a
u
b
e
n
s
a
t
z

)
と
な

つ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
軍
に
民
族
同
胞
の
行
動
の
み
な
ら
す
、
そ
の
思
想
ま
で
も
規
定
す
べ
く
、
か
く
て
、
か
れ
ら
の
道
義
的

観
念
を
、
1

公
釜
と
私
釜
と
を
法
的
に
調
整
す
る
機
會
を
も
は
や
断
じ
て
存
在
せ
し
め
な
い
や
う
に
ー

し
か
く
、
強
め
か

つ
導

く
べ
き
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
國
家
は
、
絡
統
の
言
葉

に
よ
れ
ば
、

『
す
べ
て
の
人
の
対
立
す
る
利

釜
の
間

の
均
衡
を
維
持
す
る
こ
と
』
を
、
ま
九
、
プ
ラ
ト
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

『
す
べ
て
の
人
に
、
お
の
お
の
の
個
人
が
國
民

の
た
め
に
成
就
し
た
成
果
に
対
す

る
、
か
れ
ら
の
分
け
前
を
』
、
と
い
ふ
こ
と
を
、
目
標
と
す
る
の
だ
が
、
か
や
う
な
ヒ
ト
ラ
ー
の

國
家
は
、
人
間
の
精
神
状
態

の
民
族
共
同
艦
観
念

へ
の
憂
化
を
、
す
で
に
法
律

の
前
景
に
お
い
て
も
求
め
、
か

つ
、
促
進
し
て
ゐ
る
。

法
律
観
の
醇
化
は
、
こ
の
変
化
に
從
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

誇
り
を
も
つ
て
第
三
帝
國
は
、
各
人
に
そ
の
分
を

(
s
u
u
m
 
c
u
i
q
u
e

)、
と
い
ふ
古
プ

ロ
シ
ヤ
の
標
語
を
信
奉
す
る
こ
と
を
公
言
す

う

の

の

う

カ

リ

セ

う

カ

カ

つ

　

も

の

　

り

リ

カ

カ

セ

し

ね

の

カ

　

　

カ

ら

う

り

も

セ

カ

カ

カ

し

も

も

カ

し

も

し

も

む

し

ら

る
。
だ
が
、
個
人
の
権
利

に
対
し
て
は
、
民
族
共
同
艦
の
有
す
る

・
名
巻
と
自
由
と
を
保
持
し
つ
つ
生
存
す
る
こ
と
に
対
す

る
権
利
、

カ

　

む

ら

　

も

ら

も

む

　

カ

リ

も

う

カ

カ

　

カ

も

も

り

も

や

カ

し

カ

リ

ロ

カ

の

ら

い

り

も

カ

も

も

コリ

セ

も

全

民

族

の
有

す

る

・
公

共

の
福
祉

の
増

進

と
そ

の

文

化
財

の
保

護

と

に
対
す

る
権

利

が

、

優

先

す

る

の

で

あ

る

。

シ
ュ

レ
ー
ゲ

ル
ベ
ル
ゲ

ル

『
民
法
典

へ
の
訣
洌
』

二

一
一



法

政

研

究

第
十
二
巻

第
二
號

二

一
二

わ
れ
ら
の
立
法
は
、
は
た
し
て
こ
れ
に

一
致
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
誰
か
、
こ
の
問
ひ
に
対
し
、
良
心
に
疾
し
さ
を
感
す
る
こ

と
な
し
に
肯
定
せ
む
と
す
る
で
あ
ら
う
か
。

確
か
に
、
ま

つ
尤
く
、
國
民
社
会
主
義

國
家
の
法
規
定
に
し
て
、.
民
族
共
同
禮

の
必
要
に
対
す

る
顧
慮
を
、
望
ま
し
き
限
り
の
明

瞭
さ
を
も
つ
て
、
要
求
し
て
ゐ
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
…關
聯
し
て
は
、
た
だ
外
國
爲
替
法
(
D
e
v
i
s
e
n
r
e
c
h
t
)

を

想
起
し
て
も
ら
へ
ば
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
対
照
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
ド
イ
ツ

民
法
典

(
B
G
B)
の
未

だ
に
憂
更
を
受
け
ざ
る
次
の
規
定
を
引
用
し
た
い
。
す
な
は
ち
、
物
の
所
有
者
は
、『法
律
叉

ハ
第

三
者
ノ
権
利

昌
反

セ
ザ
ル
限
り
、

其
ノ
物
ヲ
任
意

二
處
理
シ
、
他
人
ノ
凡

ユ
ル
干
渉
ヲ
排
除

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
』
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
さ
て
、
わ
た
く
し
は
、
す
で
に
し

ば
し
ば
、
い
か
に
、

一
つ
の
法
律
が
生
活
観
お
よ
び
法
律
観
の
変
遷

に
件
ひ
、
往

々
に
し
て
ほ
と
ん
ご
氣
つ

か
れ
す
に
そ
の
内
容
を

変
じ
、
そ
し
て
、
弾
力
的
に
、
民
族
の
変
化
し
忙
精
神
状
態
に
適
応
す
る
か
、

と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
、
ま
た
、
若

い

法
を
樹
早
的
に
規
範
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
存
す
る
危
険
を
指
し
示
し
た
ξ
し
か
し
、
他
面
に
お
い
て
、
民
族
の
生
活
月
標
ー

そ

れ
が
す
で
に
到
達
せ
ら
れ
尤
も
の
で
あ
ら
う
と
、
あ
る
ひ
は
ま
尤
、
や

つ
と
そ
れ
に
進
路
を
向
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
ら
う
と
を
間
は

す
、
そ
れ
ー

と
、
民
族
共
同
禮
の
内
部
に
お
け
る
行
動
の
指
針
た
る
べ
き
法
規
と
の
間
の
間
隙
を
、
あ
ま

b
に
永
い
間
放
置
し
て

お
く
こ
と
は
、
回
避
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
法
(
R
e
c
h
t
)と法
律
(
G
e
s
e
t
z
)
と
の
間

の
矛
盾
を
適
時
に
終
熄

せ



し
む
る
こ
と
を
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
無
責
任
に
も
、
法
律
に
対
す

る
服
從
の
意
志
を
弱
め
、
も
つ
て
、
國
家
に
重
大
な
損
害

を
及
ぼ
す
こ
ど
ピ
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
法
律
状
態

が
変
更

せ
ら
れ
な
い
場
合
に
も
、
聰
明
な
裁
判
官
は
確
か
に

正
當
な
る
判
決
を
見
出
す
で
あ
ら
う
、
な
ご
ε
い
ふ
こ
と

で
、
安
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
民
衆

を
し
て
・
い
か
な
る
命

令
に
從

ふ
べ
き
か
に
つ
き
、
決
し
て
疑
念
を
起
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
立
法
者
が
明
ら
か
に
し
て
ゐ
な
い
ピ
い
ふ

理
由
で
、
民
衆
を
し
て
已
む
を
得
す
訴
訟
に
よ
ら
し
む
る
こ
と
が
あ

つ
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
、
次
の
こ
と

を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
契

く
し
が
す
で
に
以
前
難

べ
た
や
う
に
・
鋭

現
行
法
の
あ
ら
ゆ
る
翻

は
・
ナ
チ
ス

窯
綱
領
に
認
め
ら
れ
た
道
義
秩
序
お
よ
び
世
界
観
を
顧
慮
し
て
解
釈

し
、
適
用
せ
ら
る
べ
き
こ
と
に

つ
い
て
は
・
ま

つ
た
く
何
ら
の

疑
ひ
を
も
容
れ
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
他
面
に
お
い
て
特
に
強
調
せ
ら
る
べ
き
は
、
法
の
領
域
に
お
い
て
も
・
総
統
が
ー

そ
し

て
、
ひ
ε
り
総
統
の
み
が
!

護
展
の
速
度
を
決
定
す
る
の
で
あ
つ
て
、
も
し
も
裁
判
官

が
こ
の
決
定
に
先
き
廻
b
し
よ
う
ε
す
る

な
ら
ば
、
か
れ
は
そ
の
任
務
を
誤
認
し
、
そ
の
義
務
に
背
く
こ
ビ
と
な
る
の
で
あ
る
。
裁
判
官
は
法
律
に
拘
束
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ε
い

ふ
ご
ε
を
、
當
局
が
今
ま
で
繰
返
し
非
常
に
力
を
籠
め
て
強
調
し
た
の
は
、
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
ビ
で
あ
る
。
裁
判
官
が
、
悪
し
き
・

ま
た
は
、
不
完
全
な
る
法
律
に
從

つ
て
下
さ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
判
決

の
ゆ
ゑ
を
も
つ
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
を
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が

そ
の
ま
ま
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
責
任
の
轄
嫁
を
意
味
し
、
司
法
に
対
す

る
信
頼
を
失
墜
せ
し
め
る
も

の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
が
今
し
が
た
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
所
有
概
念
を
引
合
ひ
に
出
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
軍

に
民
法
典
革
新
の
必
要

シ

ュ

レ
ー

ゲ

ル

ベ

ル
ゲ

ル

『
民

法
典

へ
の
訣
別

』
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一
三



法

政

研

究

第
十
二
巻

第
二
號

二
一
四

に
対
す

る
繭
例
を
挙
げ

π
に
造
ぎ
な
い
。
所
有
内
容
の
か
や
う
な
説
明
は
、
ド
イ
ツ

民
法
典
全
髄
の
枠
内

で
特
に
目
立

つ
て
見
え
る

や
う
な
も
の
で
は
、
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ
、
こ
の
法
典
の
過
度
の
個
人
主
義
を
表
は
す
多
く
の
標
識

(
K
e
n
n
z
e
i
c
h
e
n

)

の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
所
有
の
制
限
も
現
は
れ
て
を
り
、
特
に
債
権
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
例

へ

ば
高
利
に
關
し
、
違
約
罰
の
減
額
に
關
し
、
ま
た
、
賃
借
人
保
護
な
ら
び
に
労
務
者
保
護
に
關
し
て
、
社
會

的
な
諸
種
の
保
護
規
定

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
明
ら
か
に
譲
歩

(
K
o
n
z
e
s
s
i
o
n
e
n

)
が
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
れ
こ
そ
は
、
個
人
主

義
原
則
そ
の
も
の
の
安
當
性
に
つ
い
て
は
、
何
ら
変
更
を

加̀
へ
す
、
否
、
こ
れ
を
ま
さ
に
行
き
過
ぎ
か
ら
防
止
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

確
保
し
よ
う
と
さ
へ
す
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ご
、
民
法
の
殆
ん
ざ
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
、
部
分
的

に
は
す
で
に
大
戦
前
に
始

ま
り
、
職
時

お
よ
び
戦
後

の
立
法
に
よ
つ
て
促
進
さ
れ
て
、
法

の
個
人
主
義
的
態
度
か
ら
共
同
能
観
念

へ
の
韓
向
が
始
ま

つ
て
は
ゐ

九
。
し
か
し
、
こ
の
運
動
は
、
そ
の
始
爽
黙
に
お
い
て
立
ち
止
つ
江
ま
ま
で
あ
つ
た

。
第
三
帝
國

に
課
せ
ら
れ
仁
使
命
は
、
こ
こ
に

原
理
的
変
化
を
も
た
ら
し
、
共
同
禮
よ
り
の
自
由

(
F
r
e
i
h
e
i
t
 
v
o
n
 
d
e
r
 
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t

)
と
い
ふ
民
法
典
の
原
理
を
、
共
同
盟
に

お
け
る
自
由

(
F
r
e
i
h
e
i
t
 
i
n
 
d
e
r
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t

)

と
い
ふ
原
理
に
よ
つ
て
、
交
替
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

共
同

艦
観
念
の
復
興
と
密
接
に
関
聯
す
る
の
は
、

の
評
価

(
d
i
e
 
B
e
w
e
r
t
u
n
g
 
d
e
r
 
L
e
b
e
n
s
g
u
t
e
r

)

に
お
け
る
変
化
で

あ
る
。
再
び
獲
得
し
た
自
由
を
誇
り

と
し
、
か
つ
、
軍
備
力
の
回
復
を
よ
ろ
こ
び
と
し
て
、
ド
イ
ツ

民
族
は
、
そ
の
名
春
お
よ
び
そ

の
成
員
の
名
碁
に
対
し
て
、
特
に
鋭
敏
な
感
覚

を
有
す
る
。
ド
イ
ツ
民
族
に
対
し

て
倦

む

と
こ
ろ
な
く
な
さ
れ
た
る
啓
蒙
の
労
苦



に
よ
り
、
こ
の
民
族
は
、
同
じ
血
、
同
じ
種
族
の
統
合
力
に
対
す

る
深
き
理
解
を
獲
得
し
、
そ
の
内
部
的
團
結
は
、
婚
姻
、
家
族
お

よ
び
氏
族
か
ら
の
健
全
な
る
成
長
に
基
づ
く
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
人
格
と
名
碁
、
婚
姻
と
家
族
と
子
女

の
幸
福
を
ば
、
ド
イ
ツ

人

は
今
や
再
び
、
貨
幣
な
ら
び
に
財
産
よ
り
高
く
評
価
す
る
。
町
人
根
性
の
國
民

(
K
r
a
m
e
r
v
o
l
k

)

の
た
め
に
書
か
れ
た
か
の
ご
と

う

う

も

カ

リ

し

わ

し

へ

も

も

セ

も

セ

カ

セ

サ

セ

ね

カ

む

の

セ

セ

も

カ

ら

し

カ

カ

つ

り

り

り

リ

セ

ら

へ

リ

カ

カ

い

　

の

り

く
、

財
産

の
法

的
規

律

お

よ
び

保

障

を
最

初

に

置

き
、

は

る

か
間

隔

を

お

い
て
始

め

て
、

婚

姻

お

よ
び

家

族

を

取

扱

ひ

、

人

格
,法

を

の

し

の
ゑ
　
　
カ
も

カ

も

カ

し

り

も

り

つ

セ

ね

の

ら

も

い

ら

り

わ

カ
も

し

ら

カ

も

カ

も

の

カ

い

カ

し

カ

セ

も

　

も
カ

う

も

も

知

ら

す

、

不

法

行

爲
法

に

お
け

る
自

由

を

所

有

と
同

一
の
段

階

に
置

き
、

し

か

し
て

、

『
名

巻

』

な

る
言
葉

を
ま

つ
九

く

そ

の
語

彙

の
う

ち

に
有

し
な

い
や

う

な

法
律

が

、

い
か

で

か
民

族

の
胸

奥

に
訴

へ
る

こ

と
が

で
き

る
で

あ

ら

う

か
。

農

民

を
ド
イ
ツ

民

族

の
血

の
源

泉

と

し

て
維

持

し
か

つ
保
障

す

る

こ

と

に
対
す

る

、
総

統

お
よ

び

そ

の
政

府

の
配

慮

、
な

ら

び

に
、

自

然

と
そ

の
創

造

物

と
に
対
す

る
愛

情

の
復

滑

は
、

そ

の
結

果

と

し
て

、

思

ひ

が

け

な

く

も

土

地
所

有

(
G
r
u
n
d
b
e
s
i
t
z

)

の
精
神

的

な

る
価
値

上

昇

(
i
d
e
e
l
l
e
 
W
e
r
t
s
t
e
i
g
e
r
u
n
g

)

を

も

江
ら

し
、

そ

し
て

、

こ
れ

と
は
反
対

に
、

動

産

(
b
e
w
e
g
l
i
c
h
e
 
H
a
b
e

)

の

法

的

保
護

に
対
す

る
關

心

を

い
ち

じ

る
し

く
後

退

せ

し

め
た

。

し

か

し
、
ま

た
、

わ

れ

わ

れ

の
経
済
状
態

を

ま

つ
た

く

冷
静

に

観
察

す

る

こ

と

に
よ

つ
て

も

、

次

の

こ

と
を

次

第

に
認
識

さ

せ
ら

れ

て

き
九

。

す

な

は

ち

、

も

し
も
、

都

市

と
田
舎

と
が

理
解

を

も

つ
て

協
力
し
、
か
つ
、
1

も
し
そ
れ
が
必
要
と
あ
る
な
ら
ば
1

不
自
由
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ド
イ
ツ

の
土
地
に
対
す

る
慈

し
み
を
他
の
す
べ
て
の
配
慮
よ
り
重
ん
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
ド
イ
ツ

民
族
の
自
由
は
、
再
び
夢
の
國
に
沈
渡
し
去
ら
ざ

る
を

え

な

い

と

い
ふ

こ

と

で

あ

.o
。

ー

然

る

に

、
ド

イ
ツ

民
法

典

に

と

つ
て

は
、

所

有

は

一
つ
の
統

一
的

に

し
て

『
純

粋

な

る
』

シ

エ

レ
ー
ゲ

ル
ベ

ル
ゲ

ル

『
民
法
典

へ

の
訣

別

』

.

二

一
五



概
念
で
あ
b
、
同
法
典
は
、
土
地
所
有
と
動
産
所
有
と
の
間
に
何
ら
の
差
異
も
認
め
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
自
由
と
安
寧
と
に
対
す

る

・
す
べ
て
の
民
族
同
胞
の

一
致
團
結
、
す
な
は
ち
、
眞
の
僚
友
精
神

は
、
労
働
の
高
貴

に
対
す

る
新
し
い
感
情
を
生
ぜ
し
め
、
し
か
し
て
、
そ
れ
に
.件

ひ
必
然
的
に
、
法
的
考
察
に
お
い
て
も
、

ド
イ
ツ
民
法
典
と
は
反
対

に
、
財
貨
の
生
産

を
、

財
貨
の
移
動

よ
り
前
に
、
か
つ
、
上
に
、
立
つ
に
至
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。

共
同
燈
観
念
に
よ
る
個
人
主
義
の
克
服
と
同
様
に
、
生
活
財
の
評
価
替

へ

も
ま
忙
、

の

原
理
的
改
編

を
要
求
す
る
。

然
ら
ば
、
右
の
改
編
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
へ
の
手
入
れ

に
よ
つ
て
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

ら
う
か
。
江
璽
明
瞭
な
る

『
否
』
の
み
が
、
こ
の
問
に
対
す

る
答
た
り
う
る
。

ド
イ
ツ
民

典
は
、

と

と
の

ハ

る
。
そ

れ
は
、

『
巧
妙
な
る
技
術

と
整
然
九
る
艦
系
化

と
を
手
段

と
し
て
.豊

富
な
る
實
生
活

(der G
eist echter

 K
am

eradschaft)
(der A

del der A
rbeit,)

(G
iitererzeugung)

(G
iiterbew

egung)

(U
m

w
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(eine grundsatzliche N
euordnung)

(U
berarbeitung)

(kiinstliche T
echnik)
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bstraktionen)
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eich



を
若
干
の
網
羅
的
な
定
式

の
中
に
封
じ
込
め
る
こ
と

を
企
て
、
か
く
て
、
そ

れ
は
、
室
理
室
論

と
千
篇

一
律

と
に
堕
し
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ
民
法

典
は
、
あ
ま
り
に
も
實

生
活
と
か
け
離
れ
た
概
念
を
弄
ぶ
。
む
ろ
ん
、
立
法
は
、
概
念
的
総
括

を
放
棄
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
立
法
は
そ
れ
を
、
法
素
材
の
区
分

・
整
序

お
よ
び
實
際
的
利
用

の
目
的
の
た
め
に
、
必
要
と
す
る
。
所
有
、
契
約
、
親
族
、
等

々
の
概
念
を
も
た
な
い
法
は
、
考

へ
る
こ
と
が
で
き

な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
た
だ
、
生
活
自
禮
か
ら
の
み
獲
得
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
生

活
事
象

が
、
健
全
な
る
民
族
感
情

に
從

へ
ば
ま

つ
九
く
適
合
し
な
い
や

う
な
概
念
の
中

に
詰
め
込
ま
れ
、
そ
し
て
、
民
衆
に
理
解

の
で
き
る
司
法

の
か
は
り
に
、
か
の
名
題
の
概
念
法
學

が
現
は
れ
る
と
い
ふ
危
険
が
生
じ
、
か
か
る
危
険
は
、
い
か
に
過
大
覗
す
る
も
決
し
て
過
大
視

し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

サ
ビ
昌
1
は
、
概
念
を

『
現
實
的
實
艦
』

と
呼
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
人
格
化

に
お
い

て
、
す
で
に
、
概
念
の
危
険

な
る
支
配
者
意
思
が
現
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
サ
ビ

昌
1
が
他
の
箇
所
で
次
の
や
う
に
い
つ
て
ゐ

る
こ
と
は
、
間
違
ひ
で
は
な
い
。

『
わ
れ
わ
れ
が
、

こ
れ
ら
の
概
念
を
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
・
わ
れ
わ

れ
の
意
思
に
反
し
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
少
し
も
知
ら
な
い
で
ゐ
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
に
よ
り
規
定
さ
れ
、
駆

り
立
て
ら
れ
る
、』
と
。
も
し
、
こ
の
概
念
法
學
が
、
ド
イ
ツ

法
律
學
を
永
い
間
有
害
な
仕
方
で
支
配
し
て
き
て
、
今
日
な
は
、
多
く

の
法
律
家
を
、
魔
法
使
が
そ
の
憐
れ
む
べ
き
弟
子
を
扱
ふ
や
う
な
仕
方
で
、
支
配
し
て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
率
直
に

turn des L
ebens)

 (D
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us)
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m
enfassungen)
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inteilung)
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V
erw

ertung)
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ebensvorgiinge)

(gesundes V
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pfinden)
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prudenz)

(„w
irkliches W

esen")
(Personlichung)



認
め
ざ
る
を
え
な
い
や
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典

も
ま
忙
、
そ
れ
に
樹
し
て
充
分
責
仕
が
あ
る
の
で
あ
る
。

法
的
取
引
の
客
盟

の
呼
称

を
技
術
的
に
容
易
な
ら
し
む
る
た
め
に
、

ド
イ
ツ

民
法
典
は
、

『
物
』
な
る
名
稻
を
不
動
産

に
ま
で
押
し
援
げ
て
ゐ
る
。
同
法

典
は
、
不
同
な
る
も
の
を

同

一
文
字
の
上
位
概
念
の
も
と
に
接
合
さ
れ
る
も
の
と
感
じ
、
置
別
の
基
準
を
移
動
性
の
有
無
に
見
出
し
、
か
く
て
、
物
を
動
産
と

不
動
産

-

後
者
は

(
菅構
成
部
分
を
含
め
て
の
土
地
)
と
い
ふ

に
等
し
ー

と
に
区
分
す
る
に
至

つ
て
ゐ
る
。
葡
萄
園
を

一
つ
の

『不
動
産
』

と
呼
ぶ
と
き
、
國
民

の
う
ち
の
誰
が
そ
れ
を
理
解

し
う
る
で
あ
ら
う
か
。

『
不
動
産
ノ
所
有
権
ト
結
合

シ
タ
諸
権
利
』
は

『不
動
産
ノ
構
成
部
分

と
看
徴
さ
れ
る
。

法
律
生
活
に
と
つ
て
、
教
會

保
護
者
の
権
利

ま
江
は

物
権
的
先
買
権

が
、

一
筆
の
耕
地
と
同
等
だ
と
い
ふ
こ
と
を
考

へ
て
み
る
江
め
に
は
、
い
か
に
多

く
の
努
力
が
必
要
で
あ
ら
う
カ
・
義

・
全
然
・
構
想
の
領
域
に
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、
法
人
に
關
す
る
理
論

,

が
あ
る
。
こ
れ
ら
實
燈

の
権
利
お
よ
び
義
務
が
館
屡
す
る
の
は
、
實
は
人
間

に
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
ひ
と
は
、
ま

つ
江
く
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ざ
、
ド
イ
ツ

民
法
典
が
技
術

的
補
助
手
段

と
し
て
使
用
し
て
ゐ
る
こ
れ
ら
の
概
念
の
大
部
分
は
、
多
く
の
生
活
事
象
の
規
定
か
ら
の
抽
象
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て

獲
得
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
ひ
と
は
信
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
抽
象
は
、
血
と
肉

の
最
後

の
残
片

(G
egenstand des R

echtsverkehrs)
(B

ezeichnung)
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(M
enschen)



ま
で
も
絶
滅
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
熱
帯
の
海
に
、
小
さ
い
な
が
ら
、
亘
大
な
怪
物
よ
り
も
な
は
恐
れ
ら
れ
て
ゐ
る
肉
食
魚
で
ビ

ラ
ニ
ャ

と
い
ふ
の
が
あ
り
、
そ
の
勢
力
範
囲

に
入
つ
て
來
る
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
ば
、
人
間
で
あ
ら
う
と
、
牛
で
あ
ら
う

と
、
あ
る
ひ
は
馬
で
あ
ら
う
と
を
間
は
す
、
す
べ
て
、
氣
味
の
悪
い
ほ
ざ
の
速
さ
で
、
僅
か
二
三
分
の
間

に
、
文
字
ざ
ほ
り
骸
骨
に

し
て
し
ま
ふ
の
だ
が
、
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
ド
イ
ツ

民
法
典
の
概
念
世
界
を
見
廻
す
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
ビ
ラ

昌
ヤ
が
血
麗
く
活

動
し
て
、
や
り
た
い
事
を
存
分
に
な
し
途
げ
た
と
い
ふ
印
象
を
、
し
ば
し
ば
受
け
す
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
型
式

と
定
式

の
世
界
に
お
い
て
、
現
實
の
生
活
、
す
な
は
ち
、
製
粉
所
、
鍛
冶
屋
、
醸
造
所
、

工
場
、
ま
た
は
、
農
場
に
出
會
ひ
・
ま
た
・
機
械
お
よ
び
肥
料
に
つ
い
て
何
事
か
を
聞
く
な
ら
薦
℃
ま

つ
た
く
独
特

な
感
動
を
與

へ

ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
骸
骨
化
す
る
と
こ
ろ
の
從
物
概
念

が
よ
り
詳
細
な
る
規
定

を
要
す
る
と
い
ふ
理
由
だ
け
で
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
者
た
ち
が
か
や
う
な
譲
歩
を
強
ひ
ら
れ
た
に
す
ぎ

ぬ
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を

認
識
す
る
と
き
、
こ
れ
に
よ
り
、
右

の
艦
験
に
つ
い
て
の
悦
び
は
覆

へ
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

ド
イ
ツ

民
法
典
は
、
そ
の
魔
倒
的
大
部
分
に
お
い
て
、
教
科
書

と
な
り
絡

つ
て
を
り
、

カ
く
て
、
同
法
典
は
、
か

や
う
な
も
の
と
し
て
、
民
衆

へ
の
近

を
断
念
し
、
か
つ
、
全
民
族
、
ま
た
は
、
1

そ
の
素
材
の
異
な
る
に
慮

じ
て
-

民
族
の
あ
る

一
部
に
向
け
ら
れ
る
か
は
り
に
、
た
だ
、
法
律
家
に
だ
け
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
實
際
、
そ
れ
は
す
で
に
、
そ

の
捏
ね
上
げ
ら
れ
π
抽
象
的
用
語
の
結
果

と
し
て
、
全
民
族
を
法
秩
序
の
基
礎
お
よ
び
關
聯
に
つ
い
て
教

化
す
る
と
い
ふ
、

一
大
國

(Piranhas)

(Schem
en  and Form

e1n)

(Z
ubehorbegriff)

(L
ehrbuch)

(V
olksnahe)



法

政

研

究

第
十
二
巻

第
二
號

ニ
ニ
0

民
法
典
の
も
つ
使
命

を
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
テ

ィ
ボ
ー
の
い
ふ
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
常
識
に
眞
直
ぐ
に
入
り
易
く
、
か

つ
、
常
識

の
う
ち
に
そ
の
學
説

の
主
た
る
基
礎
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
法
律
學
の
み
が
、
充
分
効
果

的
に
普
及

す
る
能
力
を
も
ち
う
る
。

し
か
し
・
法
律
家

に
対
し
て
も
、
ド
イ
ツ

民
法
典
は
、
あ
ま
り
に
し
ば
し
ば
、
パ
ン
の
代
り
に
石
を
與

へ
る
。
費
買
法
上
の
簡
単

な

孚
ひ
を
判
定
す
る
た
め
に
、
ひ
と
は
、
實
際
的
適
用
に
お
い
て
密
接
に
漣
れ
合

つ
江
法
規
範
を
、
あ
る
ひ
は
第

一
編
に
、
あ
る
ひ
は

第

二
編
の
総
則
に
、
あ
る
ひ
は
そ
の
各
則
の
う
ち
に
、

探
し
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

も
し
、

ひ
と
が
、

費
買
契
約
に
つ
い
て
の
、
解

除

(
R
u
c
k
t
r
i
t
t

)
お
よ
び
蝦
疵
担
保

に
よ
る
解
除

(
W
a
n
d
l
u
n
g

)

を
、
給
付

の
遅
滞

お
よ
び
不
能
、
な
ら
び
に
、
意
思
表
示
の
取

消
に
關
す
る
法
規

と
關
聯
せ
し
め
て
取
扱
ふ
こ
と
は
、
ま

つ
た
く
堪

へ
難
い
こ
と
だ
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
誇
張
で
は
な
い
。
抵
當

お
よ
び
相
続

法
の
重
要
な
諸
規
定
は
、
甚

だ
し
く
不
明
瞭
で
あ
り
、
か
つ
、
あ
ま
り
に
技
巧
的
で
あ
る
か
ら
、
玄
人
に
と
つ
て
も
、

九
穿
、
非
常
に
都
合
よ
く
い
つ
た
と
き
に
の
み
、
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ

れ
ら

す

べ
て

の

こ

と

に

も

か

か
は

ら

す
、
ド
イ
ツ

民
法

典
を

、

ロ
ー

マ
法

教

口

(
P
a
n
d
e
k
t
e
n
l
e
h
r
b
u
c
h

)

か
ら

的

な

ド
イ
ツ

の
法
律
に
変
形
さ
せ
る
こ
と
は
、
も
し
も
、
そ
れ
に
、
な
は
も
う

一
つ
の

の

ー

そ
れ
を
、
わ
た
く
し

は
、
取
除
き

え
な
い
も
の
と
考

へ
て
ゐ
る
の
だ
が
ー

が
附
着
し
て
ゐ
な
か
つ
九
と
す
る
な
ら
ば
、
軍
純
に
思
考
し
明
朗

に
行
動
す
る
ド
イ
ツ

人

に
と
つ
て
は
、

な
ほ
可
能
で
も
あ
つ
π
ら
う
。
わ
た
く
し

ー

カ

う
な

を
、
法
律
生
活
が
そ
の
上
で
動

い
て
ゐ
る
諸
平
面

(
E
b
e
n
e
n
)

の
差

異

を

、

見

落

し
て

ゐ

る
窯

に
、

認

め

る

の

で
あ

る
。



お
そ
ら
く
、
他
の
領
域
か
ら
の
類
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
原
理
的
な
る
も
の
を
最
も
明
瞭
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
は
ち
、
動
物
園
に
お
い
て
、
ひ
と
は
、
柵

の
中
で
ラ
イ
オ
ン
の
隣
り
に
圃は
虎
か
熊
か
に
拙
逢
ふ
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
、
狼
ま

π

は
馳
に
は
出
逢
は
な
い
で
あ
ら
う
。
種
の
区
別
は
、
自
然
的
匿
分
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
-

そ
れ

か
ら
ま
た
、

一
つ
の
農

耕
車
に
馬
ま
た
は
牛
が
繋
が
れ
て
も
、
誰
も
奇
異
な
感
じ
を
抱
か
な
い
。
し
か
し
、
大
き
い
馬
の
隣

に
小
さ

い
馬
を
並
べ
る
と
、
ひ

と
は
そ
れ
を
啖
ふ
。
か
や
う
な
繋
ぎ
か
仁
は
、
秩
序
に
反
す
る
の
で
あ
る
。
ー

あ
る
ひ
は
、
さ
ら
に
第
三
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
数

年
前
外
國
の
主
権
者
が
ベ
ル
リ
ン
を
訪
問
し
た
際
に
、
慶
祀
の
催
し
が
行
は
れ
た
。
そ
の
番
組
は
、

「
名
歌
手
」

(
M
e
i
s
t
e
r
s
i
n
g
e
r

1

・組
合
歌
人
)
の
第
三
幕
と
、
「
人
形
の
精
」

(
P
u
p
p
e
n
f
e
e

)

と
か
ら
成
り
立
つ
て
ゐ
た
。

こ
の
組
合

せ
に
つ
い
て
は
、
ほ
ん

の
少
し
で
も
昔
樂
的
素
養
を
も
つ
て
ゐ
る
ひ
と
は
み
な
、
侮
辱
だ
と
感
じ
た
。
誰
が
何

と
い
つ
て
も
、
動
物
は
直
ち
に
動
物
で
は
な

く
、
馬
は
直
ち
に
馬
で
は
な
く
、
音
…樂
は
直
ち
に
音
…樂
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
ま
さ
し
く
差
異
が
存
す
る
の
で
あ

つ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
を
輕

々
に
無
視

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

、

、

U

も

●

、

b

、

、

、

、

、

、

、

b

D

、

℃

、

b

レ
か
レ
、
ド
イ
ツ
民

法
典
に
ε
σ
で
ば
、
所
有
は
直
ち
に
所
有
で
あ
り
、
賃
貸
借
は
直
ち
に
賃
貸
借
で
あ
り
.
契
約
は
直
ち
に
契

約
で
あ
る
。
わ
仁
く
し
が

一
箱
の
葉
巻
の
所
有
者
で
あ
ら
う
と
、
あ
る
ひ
は

一
箇

の
土
地
の
所
有
者
で
あ
ら
う
と
、
わ
忙
く
し
の
法

律
的
地
位
は
同

一
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、

『
法
律
叉

ハ
第
三
者
ノ
権
利

二
反

セ
ザ
ル
限
り
』、
『
物
ヲ
』、
『
任
意

二
處
置
シ
、
他
人



ノ
凡

ユ
ル
干
渉
ヲ
排
除

ス
ル
』
こ
と
が
で
き
る
。
前
の
場
合
に
は
通
常
あ
り
ふ
れ
江
消
費
財
に
關

し
、
後

の
場
合
に
は
紳
聖
化
さ
れ

毫

土
の
土
地
臨

す
る
の
だ
が
・

こ
ん
な
・〕
と
警

う
で
も
よ
い
・」
と
な
の
で
蓼

⇔
。
不
動
産
は

;

の
物
だ
.
.」
れ
で
、

一
般

的
な
所
有
概
念
の
懐

要
件
が
與

へ
ら
れ
を

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、

法
律
家

に
と
つ
て
趨

は
蕪

し
、

感
機

値

(
(
G
e
f
u
h
l
s
w
e
r
t
e

)
は
法
の
考
察
に
と
つ
て
除
去
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
に
、
物
の
経
済
的
慣
値
の
差
異
も
ま
九
、
こ

こ
で
は
轟

性
を
も
蒙

い
・
i

と
、
か
や
う
に
ド
イ
ツ

民
法
典
は
考

へ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
ド
イ
ツ

民
族
は
、
.託

と
見
解
を
異

に
す

る
。

か

れ
ら

に

と

つ
て

は

、

土

地
所

有

は
、

葉

巻

よ
り

も

よ
り

高

き

平

面

に
あ

り

、

そ

れ

は
、

か

れ
ら

に

と

つ
て

、

全

民
族

共

同
艦
が
そ
の
分
配
に
關
與
す
る
と
こ
ろ
の
、
郷
土
の
土
地
の

一
部
な
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
土
地
所
有
が
、
法
的
概
念
を
通
過
し

て
行

く
過

に

お

い

て
、

法

的

に

一

つ
の
商

品

の

ご

と
く

に

扱

は

れ

る

こ

と

に
対
し

て

葛
、

我

慢

で

き

な

い
の

で

あ

る
。

ド
イ
ツ

民
法
典
は
・
賃
貸
借
契
約

(
使
用
賃
貸
借
契
約
M
i
e
t
v
e
r
t
r
a
g

)
の
概
念
を
認
め
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

賃
貸
人
は
・

『
賃
借
人

昌
封

シ
賃
借
期
間
中
、
賃
貸

セ
ラ
レ
タ
ル
物
ノ
使
用
ヲ
許
容

ス
ベ
キ
』
義
務
を
負
ふ
の
で
あ
る
。
個

々
の
場

含
に
い
か
な
る
物
が
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
か
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
法

に
從

へ
ば
、
ざ
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
自
動
車
、

書
籍
・
舞
踏
場
・
仕
事
場
・
あ
る
ひ
は
佳
宅
な
ご
の
賃
借
は
、
す
べ
て
同

一
の
型
に
從

つ
て
取
り
扱
は
れ

る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か

か
は
ら
す
・
し
か
し
・
健
全
な
る
國

感

に
從

畳
、
佳
居
の
賃

は
、
法
的
に
も
、
日
曜
日
の
遠
乗

り
の
た
め
の
自
動
車
の
賃

借
と
は
何
ら
か
異

つ
砦

の
で
あ
つ

・
そ
れ
は
、

較
す
.
カ
ら

る
二
つ
の

鞠

す

。
と
い
ふ
.」
と
が
、
了
蟹

き



る
の
で
あ
る
。

夫
婦
財
産
制
に
關
す
る
契
約
は
、
な
る
ほ
ざ
特
別
の
方
式
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
よ
れ
ば
、
す

べ
て
の
他
の
契
約
、
例

へ
ば
、
家
屋
の
修
繕

に
關
す
る
契
約
、
あ
る
ひ
は
、
バ
タ
ー
や
野
菓
の
供
給
に
關
す

る
契
約

と
同
様
に
、

一

つ
の
契
約
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
何
ら
説
明
を
加

へ
る
必
要
が
な
い
。

技
術
の
過
重
視
と
概
念
の
禮
講
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
者
を
し
て
、
實
生
活
を
蔑
視

す
る
に
至
ら
し
め
九
。
そ
し
て
、
か
や

う
な
蔑
視
は
、現
代

の
ド
イ
ツ
國
民
の
法
的
生
活
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
人

々
に
対
し

、も
は
や
選
択

の
自
由
を
失
は
し
め
て
ゐ
る
。

っ
ま
り
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
過
去
の
作
品
で
あ
り
、
そ

ー
、
急
速
な
る
交
替

(
b
e
s
c
h
l
e
u
n
i
g
t
e
 
 
A
b
l
o
s
u
n
g

)
を
必
要
と
す
る
。

か
や
う
な
断
案
を
下
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
二
、
三
と
は
い
は
す
、
お
そ
ら
く
多
激
の
、
法
律
家
の
間
に
、
哀
愁
、
否
そ
れ
ざ
こ
ろ

で
な
く
、
悲
痛
の
念
さ
へ
喚
び
起
す
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
忙
く
し
は
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
。
ま

つ
忙
く
、
ひ
と
が
、
ま
つ
お
そ
る
お
そ

る
試
し
て
み
、
そ
れ
を
採
用
し
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
永
い
生
涯
の
間
、
熟
練
と
誠
意
と
を
も
つ
て
仕
事

に
用
ひ
忙
道
具
に
対
し
、

別
れ
を
告
げ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
や
さ
し
か
ら
う
は
す
が
な
い
。
そ
し
て
、
わ
九
く
し
は
ま
九
、
義

務
と
し
て
な
さ
ね
ば
な

ら
な
か
つ
江

一
切
の
批
評
に
も
か
か
は
ら
す
、
次
の
や
う
な
人
々
.を
深
い
感
謝
を
も
つ
て
思
ひ
起
す
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
。
す
な
は
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二
二
四

ち
}
そ
れ
は
、
非
常
な
る
愛
國
的
獄
身
を
も
つ
て
、
世
紀
の
転
換
期
に
際
し
、
そ
の
創
造
し
た
作
品
に
よ
り
、
私
法

の
領
域
に
お
い

て
全
ド
イ
ツ
種
族
を
一
つ
の
統

一
的
法
秩
序
に
結
合
さ
せ
江
人
々
で
あ
る
。

リ

カ

　

カ

し

ら

セ

セ

ヵ

う

り

り

う

じ

の

　

の

り

う

　

し

し

つ

ロ

ら

ら

り

し

カ

ら

リ

カ

カ

ら

じ

も

カ

し

し

カ

も

も

も

カ

セ

し
か
し
、
各
時
代
は
い
つ
れ
も
、
自
己
に
適
合
す
る
法
を
維
持
七
、
か
つ
、
創
造
す
る
こ
と
に
樹
す
る
権

利
と
義
務
と
を
有
す
る
。

わ
れ
わ
れ
が
、
さ
て
、
法
の
建
て
直
し
に
着
手
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
な
ほ
、
ド
イ
ツ
民
法
典
、
な
ら
び
に
、
そ
れ
と
結
び

つ

い
て
ゐ
る
學
理
(
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)

お
よ
び
裁
判
例

(
R
e
c
h
t
s
p
r
a
x
i
s

)

は
、
決
し
て
、

無
用
な
も
の
に
な
り
経

つ
て
は
ゐ
な
い
で

あ
ら
う
。
わ
仁
く
し
は
、
こ
こ
に
、
総
統
の
言
葉
ー
1
と

れ
に
つ
い
て
は
、
わ
忙
く
し
は
す
で
に

一
度
言
及
す
る
機
會
を
も
つ
た
の

だ
が
ー

を
繰
返
し
た
い
。

『
人
類
の
革
新
に
し
て
眞
に
価
値
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
、摩
1
ー
と
総
統
は
い
ふ
-1

『
ま
た
、
虚
心
坦
懐
に
過
去
の
諸
世
代
の

立
派
な
業
績
に
結
び

つ
き
う
る
。
か
か
る
革
新
は
、
過
去
の
た
め
に
自
己
の
影
が
薄
れ
る
や
う
な
こ
と
を
惧

れ
る
必
要
は
な
く
、
む

し
ろ
、
そ
れ
は
、
自
分
の
側
か
ら
、
人
類
文
化
の
一
般
的
財
寳
に
対
し
非
常
に
価
値
あ
る
貢
献
を
な
す
の
だ
か
ら
、
か
か
る
革
新
は
、

ま
さ
に
、
右

の
貢
献
を
充
分
に
.尊
重
せ
む
が
九
め
に
、
し
ば
し
ば
、
過
去
の
業
績
に
対
す

る
思
ひ
出
を
み
つ

か
ら
喚
び
起
さ
む
と
欲

す
る
。
か
く
し
て
、
新
江
に
授
け
ら
れ
た
も
の
に
対
し
、
は
じ
め
て
現
代
の
充
分
な
理
解
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。



た
だ
、
こ
の
世
に
、
自
分
の
側
か
ら
は
何
ら
価
値

あ
る
も
の
を
贈
る
こ
と

が
で
き
な
い
く
せ
に
、
何
物
か
を
ー

そ
れ
が
ざ
ん
な
も

の
だ
か
分

つ
た
も
の
で
は
な
い
1

世
に
與

へ
む
巴
し
て
ゐ
る
か
の
こ
巴
く
振
舞
は
う
巴
す
る
者
に
限
つ
て
、

現
實
に
す
で
に
與

へ

ら
契

も
の
を
こ
三

差

く
嫌
悪
し
、
好
ん
で
こ
れ
ら
を
否
定
し
、
あ
る
ひ
は
・
抹
殺
さ
へ
す
毛

あ
ら
謎

"

ま
た
他
の
箇
所
で
は
i

'
『
何
か
あ
る
新
ら
し
い
理
念
や
、
あ
る
教
義
や
、
あ
る
薪
ら
し
い
世
界
観
や
、
あ
る
ひ
は
ま
九
、
政
治
的
乃
至
経
済

的
運
動
な
ざ

が
、
過
去
を
全
般
的
に
否
定
し
よ
う
と
試
み
、
こ
れ
を
誹
諦
し
、
無
価
値

化
し
よ
う
ピ
欲
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
動
機
か
ら
だ
け
で
も
、

極
度
に
用
心
し
て
怪
し
い
ビ
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
大
概
の
場
合
、
こ
の
憎
悪
の
原
因
は
、
軍
に
、
自
己
の
低
劣
さ
か
、
ま
た
は
、

悪
意
そ
の
も
の
か
で
あ
る
。
人
類
の
、
眞
に
實
り
多
き
革
新

は
、
常

に
、
㌧ま
t
、
永
遠
に
、
最
後

の
よ
き
基
礎

が
中
絶
し
た
ε
こ
ろ

か
ら
、
さ
ら
に
建
設
さ
れ
て
行
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
か
る
革
新
は
、
既
存

の
眞
理
の
利
用
を
恥
つ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。
ま

つ
た
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
類
文
化
巴
、
人
類
そ
の
も
の
は
、
各
世
代
が
そ
の
礎
石
を
積
み
重
ね
、
附
け
加

へ
來
つ
た
唯

一
の
長
い
護
展

の
成
果
に
ほ
か
嫁
ら
ぬ
で
拭
な
か
か
。
か
く
て
、
'革
命
の
意
義
乃
至
目
的
は
、
建
物
全
部
を
破
壌
す
る
こ
ピ
で
は
な
《
、
悪
い
構
造

や
不
適
當
な
も
の
を
取
除

い
て
、
邪
魔
物
を

'取
梯

つ
九
健
全
な
部
分
に
、
さ
ら
に
損
張
巴
増
築
を
施
す
こ
巴
な
の
で
あ
娩
幽

シ
ュ

レ
ー

ゲ

ル

ベ

ル
ゲ

ル

『
民

法
典

へ
の
訣

別

』

二

二
五
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六

無
論
、
實
際
い
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
薪
ら
し
い
法

の
創
造
に
あ
た
つ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
、
な
ら
び
に
、
そ
れ

の
學
理

(
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

)
お
よ
び
司
法
の
實
務

(
p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
 
R
e
c
h
t
s
p
f
l
e
g
e

)
に
お
け
る
形
成

(
A
u
s
g
e
s
t
a
l
t
u
n
g

)
を
、
思
想

的
に
跳
び
越
え
て
考

へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
過
去
の
偉
大
な
精
神

的
作
品
を
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
た
め
に
利

用
す
る
こ
と
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
常
に
意
識
し
て
ゐ
る
使
命
で
あ
る
で
あ
ら
う
。

私
法
の
改
造

(
U
m
g
e
s
t
a
l
t
u
n
g

)
に
対
し

て
基
準

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
方
針
、
す
な
は
ち
、
個
人
主
義
よ
リ
ド
イ
ツ
共

同
鐙
観
念

へ
の
韓
向
と
、
法

の
掟
を
生
活
財
の
正
當
な
る
評
価

に
適
合
せ
し
む
る
こ
と
と
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
は
す
で
に
述
べ

江
。
し
か
し
、
わ
九
く
し
は
、
さ
ら
に
次
の
、
不
可
避
的
に
迫

つ
て
く
る
問
題
に
対
し
、
取
る
べ
き
態
度
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ち
な
い
の
で
あ
る
。

四
十
年
前
に
作
ら
れ
た
ド
イ
ツ

法
典
の
後
糠
者
が
、
同
種
の
法
典
、
す
な
は
ち
、
再
び

一
つ
の
民
法
典
た
る
べ
く
、
ま
た
、
九

の

り

り

ヵ

カ

リ

ヵ

も

じ

し

も

の

つ

し

し

わ

リ

セ

し

わ

も

い

ヵ

し

ら

つ

し

む

カ

も

ヵ

つ

つ

も

も

ら

ら

う

う

も

セ

わ

ヵ

カ

　

り

う

る

で
あ

ら

う

か
。
わ
た
く
し

は

、

こ
れ

に
対
し

、

何

ら
躊

躇

す

る

と

こ

ろ
な

く
次

の
や

う

に
言

明

す

る
。

す

な

は

ち
、

わ
江

く

し
は

、

革

新

問

題

の

か

う
な
解

決

を

も

つ
て

、

あ

り

う

.

カ

ら

ざ

る

こ

と

だ

と
考

へ
、

そ

し
て

、

か

や

う

な
方

法

に

よ

る

改
革

は

、

必
す
失
敗
に
館
す
る
忙
違
ひ
な
い
で
あ
ら
う
、
と
。



ド
イ
ツ

民
法
典
が
、
世
紀
転
換

の
際
す
で
に
、
天
壽
を
全
う
せ
す
し
て
樹
早
の
最
後
を
途
げ
ざ
る
を
え
な

い
運
命
に
あ
つ
忙
原
因

を
、
深
く
顧
み
れ
ば
顧
み
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
明
瞭
に
、
次
の
こ
と
を
認
識
で
き
る
。
す
な
は
ち
、
民
法
典

の
編
纂
者
た
ち
に
よ
つ

て
成
就
さ
れ
た
亘
大
な
事
業
は
、
問
題
の
提
起
が
誤

つ
て
ゐ
た
が
ゆ
ゑ
に
,
失
敗
に
絡
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
九
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

婚
姻
お
よ
び
家
族
法
を
、
費
買
契
約
を
取
扱
ふ
の
と
同
じ
法
律
の
う
ち
で
取
扱
ふ
や
う
な
こ
と
は
.
許
さ
れ

る
こ
と
で
は
な
く
、
ま

忙
、
土
地
所
有

に
対
し
、
工
場
製
品
に
対
す

る
と
同
じ
法
律
の
う
ち
で
法
的
運
命
を
定
め
る
や
う
な
こ
と
も
、
許
さ
れ
る
こ
と
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

例

へ
ば
、
プ
ロ
シ
ヤ
が
、

百
年
以
上
も
、

そ
し
て
、

一
般
に
満
足
の
念
を
も
つ
て
、

プ
ロ
シ
ヤ
一
般
國
法

(
d
a
s
 
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e

L
a
n
d
r
e
c
h
t
)

ー

そ
れ
に
は
さ
ら
に
、

ま
つ
た
く
別

の
領
域
を
も
包
含
し
て
ゐ
た
が
ー

の
支
配
の
も
と
に
生
活
し
九
と
い
ふ
こ

と
を
も
つ
て
、
右
に
対
す

る
異
論
と
な
す
べ
き
で
な
い
。
ま
さ
に
、
プ
ロ
シ
ヤ

一
般
國
法
を
引
合
ひ
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
か
へ
つ

て
、
わ
た
く
し
の
考

へ
て
ゐ
る
こ
と
を
充
分
に
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
偉
大
な
る
立
法
事
業
は
、
ド
イ
ツ

民

法
典
の
意
味
に
お
け
る
私
法
の
法
典
編
纂
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
.
法
の
あ
ち
ゆ
る
領
域
、
特
に
國
家
行
政
全
般
、
例

へ
ば
警
察
制

度
、
教
育
制
度
、
宗
教
制
度

の
ご
と
き
を
も
包
括
す
る

一
種
の
法
律
集
成

(
G
e
s
e
t
z
e
s
s
a
n
n
r
n
l
u
n
g

)

で
あ

つ
忙
。
か
や

う
な
集

成
事
業

(
S
a
m
m
e
l
w
e
r
k

)

に
お
い
て
は
、
極
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
る
生
活
圏
が
、
そ
の
包
含
す
る
規
範
全
部
を

一
つ
の
共
通
な
上
位

概
念
ー

こ
れ
を
い
ま
民
法
ま
た
は
私
法
と
名
付
け
る
に
し
て
も
ー

の
も
と
に
置
く
と
こ
ろ
の
一
つ
の
法
典
に
お
け
る
よ
り
も
・

シ
ュ

レ
ー
ゲ

ル
ベ

ル
ゲ

ル

『
民
法

典

へ

の
訣

別
』

二

二

七



は
る
か
に
危
険
な
べ
、
お
互
に
並
び
合
つ
て
ゐ

る
こ
と
が
で
き
る
。.
な
ぜ
な
ら
、
實
際
、
後
者
の
や
う
な
や
も
方

に
よ
る
と
、
例

へ

ば
満
婚
姻
お
よ
び
後
見
制
度
の
全
部
が
民
法

で
あ
る
と
い
ふ
や
・ユ
な
誤

つ
た
解
釈

に
陥
b
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
取
扱
は
れ
た
法
的
素

材
を
全
部
同

一
の
平
面
に
無
理
や
b
に
置
く
こ
と
に
な
ゐ
か
ら
で
あ
蚤
。
し
か
し
、
こ
の
均
等
化

(
E
i
n
e
b
n
u
n
g

)

は
油
昔
か
ち
の

カ

リ

リ

リ

う

カ

　

う

ヵ

り

り

し

カ

リ

カ

　

ヵ

う

カ

ら

ヵ

ロ
リ

　

ら

も

り

の

カ

う

も

し

　

も

も

セ

し

り

も

セ

む

り

ヵ

カ

う

の

カ

セ

生
活
経
験
に
從

へ
ば
、
低
い
物
を
高
い
平
面
に
.あ
・げ

づ
結
果
冠
は
日な
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
.
高
い
物
を
低
い
平
面
に
沈
下
さ
せ
る
に

カ

リ

　

セ

し

う

つ

セ

う

ら

し

カ

サ

カ

リ

リ

う

し

ら

つ

も

も

リ

カ

リ

カ

　

カ

わ

ら

も

り

も

　

　

う

い

ら

も

　

り

も

り

ら

カ

カ

セ

至
ら
し
め
、
か
く
て
、

一法
を
通
過
し
「て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
生
活
事
象

お
よ
び
生
活
財
に
し
て
そ
の
正
當
な
ゐ
評
価
に
民
族
の
運

命
が
か
か
り
う
る
や
う
な
も
の
を
、
が
ら
く
た
化
す
㌧ゐ
に
至
ら
し
の
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
」
ド
イ
ツ

民
法
典
が
そ
の
う
ち
に
取
扱
ふ
相
同

じ
か
ら
ざ
る
法
領
域
を
包
ん
噂
ゐ
る
締
め
金
を
、
解
き
放
つ
こ
と
が
、
巾
れ
あ
が
法
の
再
生
に
と
つ
て
前
提

と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
が
、
お
そ
ら
く
,
多
く
の
人
た
ち
の
、
ま
つ
た
く
蝋
般
的
な
反
対

に
遭
遇
す
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
わ
た
く
し

に
は
よ
く
分

つ
て
ゐ
る
。
わ
た
く
し
は
、

こ
こ
で
、
國
民
的
ド
イ
ツ

法
の
九
め
に
職
つ
江
闘
士
の
、
十
九
世
紀
に
起
源
す
る
言
葉
を

援
用
し
た
い
。
ー

『
わ
れ
ら
の
民
法

の
全
般
的
変
更
は
、
專
門
的
學
識
あ
る
法
律
學
者
の
間
に
お
い
て
、

お
そ
ら
く
大
多
激
の
反

執

者
を

見

禺

す

で
あ

ら

う

が
、

ひ

と
は

、

こ
れ

に

よ

つ
て
、

で

き

る

だ
け

間

誤

つ
か

ぬ
や
.う

に
あ
b

た

い
。

そ

れ

は
、

常

に
変

ら

な

い

で

あ

ら

う

し
、

ま

た
、

そ

れ

と
異

つ
江

こ

と
は
、

ま

つ
忙

く
期

待

で
き

な

い
、
』

と
。

し

か

し
、

わ

罪

く

し
は

、

確

實

に
豫

期

す

る

二

つ
の
抗
辯

に
關

し
て

、

考

へ
を

述

べ
て

み
九

い
。

こ

の

二

つ
は
、

そ

の
重

要

性

に

お

い
.て
甚

だ

し
.い
相

違

が

あ

る
。



そ

の
第

一
の
抗
辯

は

か

う

で

あ

る
。

も

し
、
ド
イ
ツ

が
ー
」
-そ

の
法

典

は

多

く

の
國

々
に

と

つ
て

模
範

と
さ

れ

た

の

み

な

ら

す
、
.

東
ア
ジ
ヤ
の
言
語
に
ま
で
酬
諜
さ
れ
る
に
至

つ
て
ゐ
る
の
だ
が
ー

-多
く
の
文
明
國

と
は
反
鉗
に
、
民
法
典
の
様
式
に
よ
る
法
典
編

纂
を
断
念
す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
は
、
國
際
社
會
内
に
お
け
る
そ
の
優
越
的
地
位
を
失
は
な
い
で
あ
ら
う
か
、

.と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
抗
溜
は
重
要
性
を
も
た
な
い
。
ド
イ
ツ
の
世
界
に
お
け
る
文
化
的
地
位
は
、
立
法

に
關
す
る
限
り
、

一
つ
の
法
典
編

纂
1

す
な
は
ち
、
法
規
範
を
通
し
番
號
の
條
文
で

一
巻
に
総
括
す
る
こ
と
;

を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
か
か
る
の
で
は
な

く
て
、
そ
の
法
の
質
と
道
義
的
内
容
の
い
か
ん
に
か
か
る
の
で
あ
る
。

尾と
こ
ろ
で
、
も
し
、
法
が
國
民
ー

そ
れ
に
対
し
て
法
が
向

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
ー

の
心
焼

へ
と
調
和
し
な
い
や
う
な
場
合
に
は
、
か
や
う
な
道
義
的
内
容
を
訣

く
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。
'軍

行

法

も
、
全
体

系

と
同

様

に
、

模

範

と
な

る

こ

と
が

で
き

る

の
で

あ

る
。

こ

の

こ

と
は

、

も

ち

ろ

ん
、

次

の

こ

と
を
條

件

と

す

る

の

だ

が
、

か

く
て

、

ま

九

、

わ

仁

く

し

は
、

こ

こ
に
、

そ

の
第

二

の
、

●よ

り

重

大

に

考
慮

せ

ち

る

べ

き
抗
辯

に

移

る

こ

と

と
な

る
。

そ

れ

は

、
薪

し

く

創

ら

る
べ

き
法

も
ま

た
、

基

本

的

法
律

問

題

の
統

一
的

把

に
基

づ

く

と

い

ふ

こ

と
、
す

な

は

ち

、法

の
原

子

化

を

現
は

れ

し

め
な

い

で
、
基

本

的
問

題

を

し

て

、
同

一
の
法

的

思
索

か
ら

生

ま

れ

る

一
様

な

る
解

決

を

見

失

は

し

め

な

い

と

い

ふ
こ

と
で

あ

る
。

こ

れ

に

つ
い
て

も

、

依

然

と
し

て
、

サ

ヴ

ィ

昌
1

の

次

の
言

葉

が
當

て

は

ま

る
。

『
二

重

の
感
覚

が

法

律

家

に

と

つ
て

不

可
訣

で

あ

る
。

す

な

は

ち
、

各

時

代

お

よ
び

各

法

形

態

シ
ュ
レ
ー
ゲ

ル
ベ
ル
ゲ

ル

『
民
法
典

へ
,の
訣
別
』
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法

政

研

究

第
十
二
巻

第
二
號

二
三
〇

の
特
殊
的
な
る
も
の
を
的
確
に
把
握
す
る
九
め
に
は
、
歴
史
的
感
覚

(
d
e
r
 
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
 
 
S
i
n
n

)
が
。
ま
江
、
各
概
念
お
よ
び
各
規

定
を
・
全
髄
と
の
生
き
生
き
し
忙
結
合
と
相
互
作
用
と
に
お
い
て
l
I
す
な
は
ち
、
唯

一
に
眞
實
に
し
て
自
然
的
な
る
関
係

に
お
い

て
1

観
察
す
る
九
め
に
は
、
組
織
的
感
覚

(
d
e
r
 
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
 
S
i
n
n

)
が
。』

」
こ
の
線
に
滑
つ
て
表
明
さ
れ
る
懸
念
は
、
時
折
り
、
絡
則
編
は
、
い
つ
た
い
、
ご
こ
に
い
く
こ
と
に
な
る
か
、

と
い
ふ
問
題
の
形

を
と
る
。
か
や
う
な
問
題
提
起
は
、
わ
忙
く
し
に
と
つ
て
、
自
己
の
立
場
を
擁
護
す
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
。
わ
た
く
し

は
、

か
う
主
張
す
る
。
す
な
は
ち
、
総
則
編
が
再
來
し
な
い
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
は
、
血
の
な
い
概
念

(
b
l
u
t
l
o
s
e
 
B
e
g
r
i
f
f
e

)

に
と
つ
て
の
集
合
場
所
で
あ
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
か
や
う
な
概
念
は
、
そ
こ
で
道

具
に
な
る
の
で
は
な
く
て
主
人
公

と
な
り
、
か
つ
、
法
律
を
教
科
書

に
変
造
す
る
こ
と
に
対
す

る
危
険

の
源
泉
江
る
も
の
な
の
だ
、

と
。
総
則
編
な
く
と
も
立
派
な
法
律
が
存
立
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

な
ほ
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
(
c
o
d
e
 
c
i
v
i
l
)

も
誇
明
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
・
い
か
な
る
こ
と
が
あ
ち
う
と
も
決
し
て
断
念
し
て
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
、
法
的
素
材
の
全
般
を
洞
察
し
、
認
識
す

る
こ
と
で
あ
る
。
責
任
を
自
畳
せ
る
法
律
改
革

(
G
e
s
e
t
z
e
s
r
e
f
o
r
m

)
は
、
學
間
的
基
礎
な
し
に
濟
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
き

意
志
が
能
力
を
補
ひ
う
る
と
い
.ふ
信
念
ほ
ざ
、
禍
あ
る
も
の
は
な
い
や
う
で
あ
る
、
こ
こ
で
も
ま
九
、

『
巨
匠
を
こ
う
か
輕
蔑
し
て



く
れ
る
な
』
と
い
ふ
勧
告

が
あ
て
は
ま
る
。
よ
き
立
法
に
は
、
軍
に
、

『
偉
大
な
男
ら
し
き
高
貴
な
る
精
神
乃
至
絶
対

的
な
堅
忍
不

抜
』
の
み
な
ら
す
、

『
無
限
に
周
到
か
つ
多
様
な
る
知
識
』
を
必
要
と
す
る
。
ひ
と
は
、
創
造
せ
む
と
す
る
時
に
際
し
て
、
創
ら
る

べ
き
作
品
の
全
髄
が
そ
の
心
眼
の
前
に
想
ひ
浮
ん
だ
ビ
き
、
は
じ
め
て
仕
事
に
着
手
し
て
い
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
、

個
々
の
仕
事
の
行
程
に
鷹
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
道
具
を
選
ぶ
。
し
か
し
、
ひ
と
は
、
こ
の
道
具
を
、
完
成
さ
れ
た
作
品
を
観

察
す
る
人
々
の
前

に
捷
げ
て
見
せ
る
こ
と
は
し
な
い
。
精
密
な
る
仕
事
は
、
そ
れ
自
身
の
力
だ
け
で
動
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
,

い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
作
品
の
取
得
者
ま
た
は
利
用
者
が
何
か
な
は
些
細
な
補
助
を
必
要
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ

の
作
品
自
禮
の
う
ち
に
與

へ
ら
れ
て
を
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
綿
密
に
考

へ
抜
か
れ
九
計
書
に
よ
る
法
の
革
新

、
な
ら
び
に
、
技
術
的

補
助
手
段
の
適
切
に
し
て
む
ら
の
な
い
適
用
が
前
提
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
新
ら
し
き
法
秩
序
の
作
者

が
歴
史
的
感
覚

に
さ
ら

に
組
織
的
感
覚

を
も
結
合
す
る
な
ら
ば
、
外
形
的
に
結
集
さ
れ
江

一
艦
的
規
範

(
N
o
r
m
e
n
b
l
o
c
k
 

)
の
不
存
在
に
対
し

て
向
け
ら
れ

る
あ
ら
ゆ
る
懸
念
は
、
す
べ
て
根
擦
な
き
も
の
な
る
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ら
う
。

わ
れ
ら
の
法

の
健
全
化
と
民
衆

へ
の
近
接
は
・

外
形
的

(
a
u
s
s
e
r
l
i
c
h

)

に
も
生
活
面
の
差
異
が
現
は
れ
る
や
う
に
し
て
や
る
場

合
に
の
み
、
達
成
さ
れ
う
る
。

か
く
て
、
こ
の
目
的
の
忙
め
に
は
ー

す
で
に
ド
イ
ツ

民
法

典
よ
り
分
離
し
て
独
自

の
道
を
歩
ん
で
ゐ
る
社
会
的
労
働
法

(
s
o
z
i

シ
ュ

レ
ー
ゲ

ル
ベ

ル
ゲ

ル

『
民
法

典

へ
の
訣

別

』

二
三

一



を
除
き
ー

法
的
規
範

の
三
つ
の
群
が
選
び
出
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
抽
わ
た
く
し
は
さ
し
あ
忙
り
、

簡
単

に
次
の
や
う
に
名
附
け
た
い
、
す
な
は
ち
、
人
の
法
團
體

の
法

お
よ
び
、
不
動
産
乃
至
土
地
法

こ
れ

に

つ

い
て

個

々
別

々
に
述

ぶ

れ
ば

、

次

の

ご

と

く
な

る

で
あ

ら

う
。

人
法

に
お
い
て
は
、
権
利
能
力

・
行
爲
能
力
お
よ
び
不
法
行
爲
能
力
、
禁
治
産

お
よ
び
失
踪
宣
告
、
ま
江
、

人
間
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
方
法
お
よ
び
方
式
、
な
ご
に
關
す
る
諸
規
定
の
ほ
か
に
、
な
か
ん
つ
く
、
な
ほ
、
人
格
権

も
ま
た
♪
取
扱
は
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
ざ
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
や
う
に
、
軍
に
氏
名
に
対
す

る
権

利
の
み
な
ら
す
、
名
誉

お
よ
び
自
由
の
保
護
、
名
碁
喪
失
が
権
利
の
捲
ひ
手
た
り
得
る
能
力
に
対
し

て
有
す
る
意
義
や
、
智
能
的
創

作
物
の
権
利

な
ざ
も
、
取
扱
は
る
べ
き
で
あ
ち
う
。
こ
こ
に
は
、
さ
ら
に
、
婚
姻
法
、
家
族
法
全
般
、
お
よ
び
血
統
連
続

の
法
と
し

て
の
相
続
法
も
、
属
す
る
こ
と
と
な
る
。

團
體

の
法

ー
1
こ
れ
に
対
し
て
は
誠
實

の
観
念
が
指
導
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
33

の

だ

が

ー

に

お

い
て

は
、

社

團

お

よ
び

社

團
法

人

・が

取

扱

は

る

べ
き

で
あ

ら

う

。

し
か

し

、
.

ales A
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m
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(das  G
rundstiicks oder B

odenrecht)

-(das R
echt der G

e

(Personenrecht)

(Person

lichkeitsrecht)

(R
echt der G

em
einschaften)

(V
erein)

(T
reue )

(K
orperschaften)



そ
の
際
、
職
分
團

お
よ
び
経
済
団
体

の
颪
分
を
顧
慮
す
べ
く
、
ま
た
、
日現
在
、
法
を
お
そ

ら
く
あ
ま
b
に
も
ひ
で

分
裂
せ
し
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
婆

な
る
取
引
條
款

.

0
秩
序
を
・
注
視
す

べ

き

で

あ
ら

う
。

不
動
産
法

は
、
i

い
は
ゆ
る
動
産

の
法
か
ら
分
離
さ
れ
て
ー
単
に

、
土
地
所
有
権

の
取
得
、
な
ら

び
に
、
債
権
的
取
得
行
爲
、

お
よ
び
、

先
買
樺

再
買
権

・
買
戻
権

の
ご
と
き
取
得
棲

に
つ
い
て
、
規
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
の
み
な
ら
す
、
右
の
所
有
権

の
内
容
を
も
規
定
し
、
併
せ
て
、
相
隣
権
お
よ
び
用
釜
樺
な
ら
び
に
土
地
担
保
権

を
取
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ら
う
。
こ
こ
に
、
佳
宅
お
よ
び
営
業

所
の
法
、

な
ら
び
に
、
不
動
産
用
釜
賃
借
法

が
・
ま
た

そ
の
正
に
あ
る
べ
き
地
位
を
見
出
す
で
あ
ら
う
。

こ
の
三
つ
の
法
の
大
領
域
を
排
除
す
る
と
、
現
在
ド
イ
ツ
民
法
典
の
う
ち
で
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
領
域
お
よ
び
こ
れ
に
属
す
る
領
域

の
う
ち
で
、
な
は
淺
る
と
こ
ろ
は
、
次
の
ご
と
き
法
的
規
律
で
あ
つ
て
、
す
な
は
ち
、
こ
れ
は
民
法

と
呼
ぶ
か
は
b
に
、
そ
れ
よ
り

も
誤
解
が
少
く
、
か
つ
、
國
民
に
よ
り
親
し
み
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
、
日
常
生
活
の
法
的
取
引
に
關
す
る
規
律

と
呼
ん
だ
は
う
が
い
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
屡
す
る
も
の
と

 (Stande)
(W

ittschaftsverbande)

(G
eschaftsbedingungen)

(G
rundstiicksrecht)

recht)
(E

rw
erbsrechten)

(V
orkaufsrecht)

(W
 iederkaufsrecht )

(R
iickkaufs

(G
rundpfandrecht)

(G
rundstiick spachtrecht)

(R
egeln

iiber den R
echtsverkehr des taglichen L

ebens)
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し
て
は
、
誠
實
信
義

お
よ
び
取
引
慣
行
の
尊
重
に
關
す
る

一
般
條
項

(
G
e
n
e
r
a
l
k
l
a
u
s
e
l

)
、
な
ら
び
に
、
競
業

に
關
す
る
諸
原
則
の

ほ
か
に
、
給
付
障
害
の
法
を
含
め
て
の
契
約
秩
序
、
損
害
賠
償
秩
序
、
労
働
と
賃
銀
に
關
す
る
諸
規
定
、
財
貨

の
生
産

と
財
貨

の
分

配
の
法
、老

れ
か
ら
最
後
に
、
金
銭
と
金
饗

借
に
關
す
る
諸
規
定
が
あ
る
。
.、
の
法
律
激
序
の
重
要
な
部
分
が
、
も
は
や
、
前
述

の
、
國
民
共
同
禮
に
と
つ
て
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ざ
は
る
か
に
重
要
な
る
生
活
領
域
に
關
す
る
規
律
と
、
連
結
せ
ら
れ
な
い
こ
と
と
な

る
な
ら
ば
・
こ
の
部
分

は
、
從
來
よ
り
も
よ
り
公
正
な
評
慣
を
受
く
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
確
信
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
連
結
、

す
な
は
ち
・
比
較
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
の
比
較
は
、
右

の
部
分
を
ま
つ
た
く
不
當

に
も
、
が
ら
く
た
法

(
B
a
g
a
t
e
l
l
r
e
c
h
t

)

の
や

う
に
見
え
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

右

の
四
つ
の
大
き
い
章

(
A
b
s
c
h
n
i
t
t
e

)
の
そ
れ
ぞ
れ
の
絡
り
に
、
國
際
法

(
d
a
s
 
z
w
i
s
c
h
e
n
s
t
a
a
t
l
i
c
h
e
 
R
e
c
h
t

)
が
取
扱
は
れ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
c

な
ほ
、
ひ
と
は
、
法
律
の
完
全
無
歓
性

(
d
i
e
 
 
L
u
c
k
e
n
l
o
s
i
g
k
e
i
t
 
d
e
r
 
G
e
s
e
t
z
e

)

な
る

陥
ら

ぬ
や
う
戒
心
す
べ
き
で
あ

る
。
あ
ら
ゆ
る
生
活
関
係

を
規
制
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
立
法
の
、
可
能
な
る
目
的
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
九
、
追
求
し
甲
斐

の
あ
る
目
的
で
も
な
い
の
で
あ
つ
て
、
わ
た
く
し
は
、
ま
江
、
実
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
見
解

に
同
感
で
あ
る
。

す
な
は
ち
、
立
法
は
、
な

る
ほ
ざ
教
科
書
に
は
載

つ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
、
裁
判
の
實
際
に
は
非
常

に
稀
に
し
か
現
は
れ
て
來
な
い
や

う
な
論
孚
に
は
、
決
ル



て
、
か
か
づ
ら
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
欠
欲
を
補
填
す
る
こ
と
は
、
そ
の
必
要
な
…場
合
に
は
、
裁
判
所
の
任
務
と

な
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
も
つ
て
、
將
來
の
法
秩
序
の
梗
概
を
與

へ
る
こ
と
が
で
き
九
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
に
、

一
つ
の
誤
解
を

豫
防
し
て
お
き
九
い
と
考

へ
る
。
す
な
は
ち
、

わ
た
く
し
に
よ
つ
て
與

へ
ら
れ
忙
、

か
の
区
分
に
対
応
す

る
四
つ
の
法
律
の
完
成

(
A
u
s
a
r
b
e
i
t
u
n
g

)

に
、
今
か
ら
着
手
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
問
題
と
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
こ
と
は
、
理
論
の

忙
め
に
、
法
の
改
良
を
無
期
延
期
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
。
総
括
的
標
題
は
、
最
初
は
、
素
材
の
思
考
上
の
整
序

(
e
i
n
e

g
e
i
s
t
i
g
e
 
O
r
d
n
u
n
g

)
に
ほ
か
な
ら
ざ
る
べ
き
で
あ
る
。
革
新

事
業

(
E
r
n
e
u
e
r
u
n
g
s
a
r
b
e
i
t
e
n

)
は
、
む
し
ろ
、
緊
急
性
の
い
か
ん

に
應
じ
、
極
め
て
種

々
雑
多
な
る
諸
領
域
に
お
い
て
、
同
時
に
、
着
手
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、

可
能

と
な
る
や
否
や
直

ち
に
、
軍
行
法
の
形
で

(
i
n
 
E
i
n
z
e
l
g
e
s
e
t
z
e
n

)
、

し
た
が
つ
て
、

民
法
典
の
変
更
と
し
て
で
は
な
く
、

纒

め
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
際
、

一
つ
の
部
分
の
豫
定
計
書
が
成
就
さ
れ
る
や
否
や
、
こ
の
部
分
に
属
す
る
軍
行
諸
法
律
を
、
連

続
番
號
附
の

一
つ
の
統

一
的
法
律

に
統
合
す
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
留
保
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
、
も
う

一
つ
。
現
在
す
で
に
、
第
三
帝
國

は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
法
律
規
定
に
よ
つ
て
、
ド
イ
ツ
民
族
の
法
的
生
活
を
革
新

し
江
。
は
九

し
て
、
ま
た
、
い
か
な
る
程
度
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
、
次
に
、
新
ら
し
い
総
括
的
規
律

(
G
e
s
a
m
t
r
e
g
e
l
u
n
g

)
に
移
し
入

れ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
に
つ
い
て
は
、
吟
味
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
個
々
の
場
合

丸
々
に
依
る
で
あ
ら
う
。

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ゲ
ル
『民
法
典
へ
の
訣
別
』

二
三
五
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現
在
で
も
す
で
に
い
へ
る
こ
と
は
、
'新
ら
し
い
法
律
の
二
、
三
の
も
の
が
、
非
常
に
輩
固
な
独
自

的
生
存

(
E
i
n
z
e
l
l
e
b
e
n

)
を
螢
ん

で
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
、
か
や
う
な
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
さ
う
し
仁
も
の
と

し
て
は
、
例

へ
ば
、
世
襲
農
地
法

(
E
r
b
h
o
f
g
e
s
e
t
z

)
や
、
特
許
法

(
P
a
t
e
n
t
g
e
s
e
t
z

)

が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
生
成
の
途
上
に
あ

る
立
法
事
業

は
、
他
の
古
い
法
の
法
領
域
に
お
け
る
と
同
様
に
、
國
民
同
胞
に
対
し
、
法
的
規
律
の
關
聯
を
そ
の
眼
前

に
明
白

に
示

す
や
う
な
指
示
を
、
與

へ
る
だ
け
に
と
ざ
め
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
、

一
つ
の
義
務
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
果
す
こ
と
に
つ
い
て

は
、
法
を
學
理
上
公
法

と
私
法

と
に
分
つ
こ
と
に
よ
つ
て
、
何
ら
制
限
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

す
で
に

一
度
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
の
改
編
を
要
求
す
る
叫
び
が
嚢
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
テ

ィ
ボ
ー
は
、
彼
れ
の

一

八

一
四
年
に
現
は
れ
た
、
ド
イ
ツ
に
対
す

る
繭
般
的
民
法
の
必
要
に
關
す
る
著
述
i

そ
れ
は
、
偉
大
な
る
業
績
を
記
録
す
る
歴
史

中
の
不
朽
の

一
頁
た
る
も
の
で
あ
る
が
ー

の
う
ち
で
次
の
や
う
に
い
つ
て
ゐ
る
。

輕
率
な
る
変
更
は
、
常
に
有
害
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
も
子
孫
が
、
確
乎
と
し
て
眞
面
目
に
、
か
れ
ら

の
租
先
が
幸
福

と
満
足

と
を
見
出
し
九
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
そ
の
同
じ
道
を
歩
い
て
來
る
な
ら
ば
、
民
族
の
性
格
は
、
す
ば
抜
け
て
力
張
さ

(
K
r
a
f
t

)
と
堅

實
さ

(
G
e
d
i
e
g
e
n
h
e
i
t

)
を
獲
得
す
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
眞
實
で
あ
つ
て
、
ま
さ
に
、
た
び
た
び
繰
返
し
て

い
は
れ
る
だ
け
の
値
打
が
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
、
か
の
不
饗
性

(
U
n
w
a
n
d
e
l
b
a
r
k
e
i
t

)
、
す
な
は
ち
、
民
族
の
、
古
代
に
対
す



る
、
か
の
祝
幅
に
充
ち
た
畏
敬

の
念
こ
そ
は
、
民
族

の
総
力
か
ら
生
み
出
さ
れ
榮
巻
の
作
品
と
呼
ば
れ
る
に
値
ひ
す
る
や
う
な
法
律

に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
到
達
さ
れ
う
る
境
地
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
れ
に
反
し
て
、
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
、
從
來
よ
り
の
法
の
ま
ま

に
放
置
し
て
お
か
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
劣
悪
、
不
自
然
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
特
性
と
往

々
衝
突
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

が
淺
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
の
つ
ぎ
は
ざ
細
工
は
、
年
ま
た
年

と
、
絡
は
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
か
く
て
、
そ

れ
ゆ
ゑ
、
か
か
る
堅
實
な
る
榮
巻
の
作
品
を
、
な
か
ん
つ
く
こ
の
時
代
に
お
い
て
ー
ー
す
な
は
ち
、
天
下
の
人
心
が
偉
大
な
る
も
の

に
対
し

て
、
今
ま
で
嘗
て
な
い
ほ
こ
に
昂
揚
せ
ら
れ
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
正
し
い
市
民
が
誠
實
に
堪
へ
忍
び
、
行
動
す
る
氣
持
を
も

つ
て
ゐ
る
や
う
な
こ
の
時
代
に
お
い
て
-
卜

少
く
と
も
、
子
孫
に
立
派
な
相
続
財
産
を
遺
さ
む
が
九
め
に
、
わ
れ
わ
れ
に
與

へ
て
欲

し
い
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
作
品
が
、
か
か
る
時
代
に
創
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
子

々
孫

々
に
と
つ
て
、

一
の
寳

物

(
H
e
i
l
i
g
t
u
m

)
と
な
る
で
あ
ら
う
。

わ
た
く
し
は
、
本
日
、
次
の
こ
と
を
お
傳
へ
で
き
る
の
を
、
よ
ろ
こ
び
と
す
る
。

総
統
簑
総
理
大
臣
閣
下
は
、
ド
ク
ト
ル
・
ギ

ュ

ル
ト
ネ
ル
大
臣
閣
下

(
H
e
r
r
 
M
i
n
i
s
t
e
r
 
D
r
.
 
G
i
n
n
e
r

)

の
上
申
に
基
づ
き
、
司
法
省
が
、
現
在
民
法
典

の
う
ち
に
規
定
さ
れ
て

あ
る
法
の
革
新
に
即
刻
着
手
す
る
こ
と
・
な
ら
び
に
・

一
つ
の
新
ら
し
い
法
典
の
代
り
に
生
活
財
の
多
様
性

に
対
応
す
る
軍
行
諸
法

律
を
準
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
承
認
を
與

へ
た
る
旨
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ゲ
ル
『
民
法
典
へ
の
訣
別
』

二
三
七



註

(
本
文
中
ま
た
は
左

の
註

の
ヶ
ち
に

菅
印
を
附
し
た

の
は
、
す
べ
て
課
者
の
補
正
乃
至
挿
入

に
よ
る
も

の
)

 R
iefler im

 R
echtsvergleichenden H

andw
erterbuch B

and 2 S. 610, 612. 

V
olkischer B

eobachter, B
erliner A

usgabe v. 26. Januar 1936. 

Plato IIo \cT
E

'a B
uch V

, deutsche A
usgabe von H

orneffer S. 234. 

Z
u vgl. die V

ortrage „V
on der ew

igen Jugend des R
echts" in der Sam

m
lung D

ie E
ntw

icklung des 

deutschen R
echts in den letaten 15 Jahren, B

erlin 1930, and „V
om

 B
eruf unserer Z

eit zur G
esetz

gebung", B
erlin 1934. 

Z
u vgl. der V

ortrag „E
in V

olk erlebt sein R
echt," B

erlin 1936. 

H
ierzu: O

tto G
ierke, D

er E
ntw

urf eines B
urgerlichen G

esetzbuchs and das deutsche R
echt, L

eipzig 

1889, S 84. 

G
ierke S. 17. 

Savigny, V
ona B

eruf unserer Z
eit zur G

esetzgebung. H
eidelberg 1814. S. 29. 

S. 113. (* S. 112?) 

§ 96 B
G

B
. 

G
ierke S. 283. 

§ 98 B
G

B
. 

T
hibaut, D

ie N
otw

endigkeit eines allgem
einen B

urgerlichen R
echts fiir D

eutschland, H
eidelberg 1814, 

2, A
usg. Z

us. 18.



眞
鍋
氏
邦
課
、
上
巻
三
九

三
頁
。
拙
課
は
な
る

べ
く

こ
れ
に
採

る
こ
と
と
し
た
。

眞
鍋
氏
邦
課
、
上
巻

三
九
五
頁
。
同
前
。

附
記
1

こ
の
邦
課

に
當

つ
て
は
、
本
學

の
小
牧
教
授
な
ら
び
に
菊
池
教

綬
よ
り
多
大

の
お
力
添

へ
を

い
た
だ

い
た
。
記

し
て
感
謝

の
意
を
表
し

た

い
。
た
だ
、
わ
た
く

し

の
微
力

の
た
め
、
な
ほ
誤
課
な
き
を
保
し
が
た

い
の
み
な
ら
ず
、
課
文
も
甚

だ
生
硬
な
の
は
、
残
念
で
あ
る
。
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