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Ａ　

は
じ
め
に

　

強
制
執
行
法
に
お
い
て
、
財
の
分
配
を
め
ぐ
る
紛
争
は
偏
在
的
な

問
題
で
あ
る
。
と
く
に
倒
産
法
は
、
不
十
分
な
責
任
財
産
を
ど
の
よ

う
に
債
権
者
に
分
配
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
倒
産
に
お
い
て
は
、
債
権
者
平
等

原
則
が
優
先
主
義
よ
り
も
優
先
す
る
こ
と
に
つ
い
て
見
解
の
基
本
的

な
一
致
が
見
ら
れ
る
。

　

財
の
分
配
を
め
ぐ
る
紛
争
の
類
似
の
問
題
は
、
一
般
的
な
財
産
法

に
お
い
て
も
生
じ
る
が
、
そ
の
対
象
は
、
債
務
者
の
責
任
財
産
の
一

部
で
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
実
体
上
支
払
能
力
の
あ
る
も
の
に
限

定
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
場
面
は
「
特
別

な
倒
産
」（insolvabilité�speciale

）
と
呼
ば
れ
る）

1
（

。
財
の
分
配
を

め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
紛
争
は
多
用
な
形
態
に
お
い
て
想
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
伝
統
的
な
事
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
二
重
売
買
や
二
重

賃
貸
借
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
売
買
と
賃
貸
借
が
競
合
す
る
場
面

も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
、
売
主
は
買
主
に
対
し
て

直
ち
に
目
的
物
を
引
渡
す
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
、
同
時
に
二
つ

の
矛
盾
す
る
債
務
法
上
の
割
当
て
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
は
、
た
と
え
ば
被
用
者
が
二
重
の
雇
用
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
、

ま
た
は
相
互
に
矛
盾
す
る
競
業
禁
止
と
就
労
義
務
の
よ
う
に
、
行
為

義
務
と
不
作
為
義
務
が
競
合
す
る
こ
と
も
考
え
う
る
。
特
に
指
摘
す

べ
き
は
、
全
債
務
を
弁
済
す
る
に
は
在
庫
品
（V

orrat

）
が
不
足
す

る
場
合
の
、
制
限
種
類
債
務
（V

orratsschuld

）
で
あ
る
。
制
限

種
類
債
務
（Gattungschuld

）
の
複
数
の
債
権
者
の
た
め
に
一
括

送
付
が
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
危
険
の
移
転
を
生
じ
さ
せ
、
送
付

さ
れ
た
物
の
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
競
合
関
係
が
生
じ

う
る）

2
（

。
そ
れ
に
加
え
、
複
数
の
債
権
者
に
対
し
て
、
あ
る
物
の
買
主

と
、
差
押
え
の
方
法
に
よ
り
当
該
物
を
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
金

銭
債
権
者
と
が
競
合
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
無
体
財
産
法
に
お

い
て
も
、
無
体
財
産
権
が
二
重
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
や
、
あ
る
一
つ

の
無
体
財
産
権
上
の
地
位
に
つ
き
排
他
的
ラ
イ
セ
ン
ス
が
認
め
ら
れ

た
場
合
に
は
同
様
の
問
題
が
生
じ
う
る
。
ラ
イ
セ
ン
ス
と
売
買
も
競

合
し
う
る
。

　

従
来
の
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
民
法
上
の
債
権
の
衝
突
は
、

〔
民
法
上
の
〕
個
別
の
検
討
が
広
く
な
さ
れ
る
の
み
で
、
倒
産
法
上

の
議
論
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
な
さ
れ
な
か
っ
た）

3
（

。
す
で
に
一
〇
〇

年
近
く
前
か
ら
、
倒
産
法
の
文
献
に
お
い
て
同
種
の
紛
争
に
対
す
る

解
決
策
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
極
め
て
残
念

な
こ
と
で
あ
る
。
民
法
学
に
お
い
て
は
、
一
方
に
お
い
て
特
別
法
化

の
増
加
と
と
も
に
、
特
別
な
規
律
が
必
要
な
一
般
的
問
題
と
の
分
離
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を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
こ
の
脈
絡
に
お
い
て
、
民
事
法

上
の
基
礎
研
究
は
、
特
別
な
規
律
と
の
分
離
お
よ
び
そ
れ
と
並
行
す

る
相
互
作
用
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
根
本
的
な
問
題
を

十
分
に
指
摘
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
免
れ
な
い
。

債
権
の
衝
突
に
対
す
る
民
法
上
獲
得
さ
れ
た
解
決
策
は
、
一
定
の
伝

統
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
八
年
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ド
・

ブ
ー
ル
（H

ans�O
tto�de�Boor

）
が
「
債
権
の
衝
突
」
に
関
す
る

論
文
を
公
表
し
た
が
、
そ
こ
で
ブ
ー
ル
は
破
産
法
を
完
全
に
（
！
）

考
察
の
対
象
外
に
置
き）

4
（

、
そ
れ
に
よ
り
、
後
続
の
ド
イ
ツ
の
次
世
代

の
研
究
者
た
ち
の
視
点
も
大
き
く
影
響
を
受
け
た）

5
（

。
さ
ら
に
、
法
案

立
案
者
も
、「
そ
の
独
自
の
規
律
に
従
う
破
産
」
は
、
問
題
の
処
理

に
際
し
考
慮
の
枠
外
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
）
（
（

。

　

本
稿
で
は
、
倒
産
と
、
対
象
が
限
定
さ
れ
た
債
権
の
衝
突
と
の
間

に
存
在
す
る
共
通
点
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
両
者

の
間
に
存
在
す
る
決
定
的
な
相
違
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
単
純
な
債
権
の
衝
突
に
お
い
て
は
、
債
務
者
は
、
そ
れ
を

除
け
ば
実
体
上
支
払
能
力
を
有
し
、
弁
済
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
債
権

者
は
、
少
な
く
と
も
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
金
銭
に
よ
る
満
足
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
は
、
倒
産
法
に
お
い
て
は

存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
の
衝
突
の
場
面
に
お
い
て
は
、

財
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
は
倒
産
の
場
面
に
お
け
る
ほ
ど
に
は
厄
介

な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
根
本
的
な
問
題
は
、
現
実
履
行
の
第

一
次
的
段
階
に
お
い
て
、
全
く
共
通
し
て
い
る
。

Ｂ　

物
権
化
に
よ
る
衝
突
の
解
消

　

倒
産
の
場
合
と
同
様
に
、
対
象
が
限
定
さ
れ
た
財
の
分
配
を
め
ぐ

る
争
い
に
は
、
一
般
債
権
者
の
み
が
参
加
す
る
。
物
権
的
地
位
が
存

在
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
法
的
地
位
は
他
の
競
合
す
る
債
権
者
と
の

関
係
で
完
全
に
保
護
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
「
承
継

的
保
護
」（Sukzessionsschutz

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
責
任
財
産
に
つ
い
て
二
つ
の
債
権
が
競
合
し
う
る
一
方
で
、
他

者
の
物
権
的
な
地
位
は
、
最
初
か
ら
責
任
財
産
の
対
象
か
ら
除
外
さ

れ
る
。
倒
産
に
お
い
て
、
所
有
者
は
取
戻
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
、
債
権
の
衝
突
に
身
を
置
く
こ
と
は
な
い
。
法
秩
序
は
、
法
的
地

位
の
物
権
化
を
通
じ
て
債
権
の
衝
突
を
解
消
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、

二
重
売
買
の
際
に
、
買
主
の
一
人
が
す
で
に
所
有
権
を
取
得
し
た
と

き
は
、
債
権
の
衝
突
は
生
じ
な
い
。

Ⅰ　

想
定
し
う
る
構
想

　

財
産
法
一
般
に
お
い
て
、
財
の
物
権
的
な
帰
属
は
、
各
債
権
者
の
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具
体
的
な
債
権
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
当
該
の
財
を
顧
慮
し
た
物
権
化

の
た
め
の
一
般
的
要
件
〔
引
渡
し
や
登
記
な
ど
〕
に
従
う
限
り
に
お

い
て
整
合
性
を
有
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
多
様
な
基
本
的
構
想
が

想
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
動
産
の
譲
渡
の
場

面
で
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
引
渡
し
要
件
は
結
合
点

（A
nknüpfungspunkt

）
を
意
味
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
法
秩
序
は
、

取
得
者
の
利
益
と
他
の
法
的
取
引
の
利
益
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で

き
る
。
引
渡
し
は
外
部
に
現
れ
、
公
示
（M

anifestionsakt

）
と

し
て
、
取
引
安
全
を
図
る
た
め
の
結
合
点
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
公

示
は
、
と
り
わ
け
、
債
務
者
が
、
債
権
の
衝
突
の
状
況
に
あ
る
債
権

者
の
う
ち
の
一
人
に
、
日
付
を
遡
及
さ
せ
る
か
た
ち
で
恣
意
的
に
利

益
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
防
ぐ）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
公
示
を
有
す
る
法
秩
序
の
範
囲
内
で
は
、
原
則
と
し

て
多
様
な
構
想
が
観
念
さ
れ
る
。
取
得
者
に
と
っ
て
最
も
親
和
的
で

あ
る
の
は
、
法
秩
序
が
物
権
的
地
位
の
取
得
に
つ
い
て
何
ら
の
公
示

も
要
件
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
動
産
の
例
で
い
え
ば
、
こ
の
よ
う

な
法
秩
序
の
下
で
は
、
動
産
の
物
権
的
帰
属
に
引
渡
し
は
重
要
な
意

味
を
持
た
な
い
。
一
段
階
高
度
な
法
的
安
全
を
図
る
た
め
に
、
公
示

を
効
力
要
件
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
が
、
公
示
が

な
い
場
合
に
は
、
消
極
的
公
示
の
意
味
に
お
い
て
、
善
意
者
に
対
し

て
対
抗
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
も
考
え
う
る
。
動
産
を
例
に
と
れ
ば
、

所
有
権
の
取
得
に
引
渡
し
は
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
が
、
引
渡
し
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
、
所
有
権
の
取
得
は
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
こ
の
よ
う
な
公
示

の
概
念
を
「
第
三
者
対
抗
力
」（opposabilité�aux�tiers

）
と
呼

ぶ
）
8
（

。
さ
ら
に
取
引
安
全
を
強
調
す
る
三
つ
目
の
概
念
と
し
て
、
公
示

を
効
力
要
件
と
す
る
構
成
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
動
産
の
事
例

で
い
え
ば
、
取
得
者
が
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
物
権
的
地

位
を
取
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ⅱ　

特
定
の
財
を
手
が
か
り
と
す
る
実
証

1
　
動
産

　

動
産
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
法
秩
序
に
お
い
て
、
引
渡
し
要
件
が

公
示
と
し
て
多
様
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
動
産
に
つ
い
て
の
債

権
の
衝
突
は
、
た
と
え
ば
二
重
売
買
、
二
重
賃
貸
借
も
し
く
は
売
買

と
賃
貸
の
競
合
の
場
面
に
お
い
て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
二
重
売
買
の
場
面
で
は
引
渡
し
に
よ
り

物
権
化
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
広
く
「
引
渡
主
義
」（T

raditions
prinzip

）
と
呼
ば
れ
、
ド
イ
ツ
民
法
典
九
二
九
条
一
文
に
根
拠
を

有
す
る
。
売
買
契
約
は
、
差
し
当
り
単
に
相
対
的
な
債
権
を
設
定
す

る
に
と
ど
ま
る
の
で
、
債
権
の
衝
突
の
法
律
要
件
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
売
主
が
一
方
の
買
主
と
の
間
で
処
分
契
約
を
締
結
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し
、
当
該
買
主
に
物
を
引
き
渡
す
と
、
当
該
買
主
が
所
有
権
を
取
得

し
、
こ
れ
は
他
方
の
買
主
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
と
異
な
り
、
引
渡
し

を
所
有
権
の
取
得
に
必
須
な
要
件
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
合

意
主
義
」（K

onsensprinzip

）
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
で
あ
り）

9
（

、
合

意
主
義
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
の
取
得
は
、
原
則
と
し
て
各
売
買
契
約

の
先
後
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
外
部
か
ら
存
在
が
わ
か

ら
な
い
債
務
契
約
に
よ
っ
て
法
的
取
引
が
過
度
な
負
担
を
負
う
こ
と

が
な
い
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
九
八
条
一
項
に
よ
り
、
目

的
物
の
占
有
を
取
得
し
か
つ
善
意
の
第
二
買
主
は
所
有
権
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
第
二
買
主
は
、
第
一
買
主
よ
り

先
に
占
有
を
取
得
し
、
か
つ
、
第
一
買
主
の
所
有
権
の
取
得
に
つ
い

て
善
意
で
あ
っ
た
と
き
は
、
第
一
買
主
の
所
有
権
取
得
の
対
抗
を
受

け
な
い
。

　

ド
イ
ツ
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
の
相
違
は
、
特
に
第
二
買
主
が
第
一
売

買
に
つ
い
て
の
認
識
を
有
し
て
い
た
場
合
に
現
れ
る
。
ド
イ
ツ
法
に

お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
第
二
買
主
に
対

し
て
有
効
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
第

一
売
買
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
九
八

条
一
項
に
よ
り
、
第
二
買
主
の
所
有
権
取
得
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
し
売
主
が
買
主
に
対
し
て
既
に
物
を
他
者
に

売
却
し
て
し
ま
っ
た
旨
を
主
張
し
た
と
き
に
は
、
第
一
買
主
を
困
難

な
状
況
に
置
く
こ
と
に
な
り
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
に

お
い
て
は
、
か
か
る
主
張
〔
の
内
容
〕
が
引
渡
し
に
よ
り
公
示
さ
れ

て
い
な
い
と
き
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
よ
う
な
主
張
を
考
慮
し
な
い

可
能
性
が
認
め
ら
れ
る）

（（
（

。
結
果
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
と
フ
ラ
ン
ス
法

の
構
成
は
、
限
界
事
例
に
お
い
て
の
み
相
違
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

売
買
と
賃
貸
借
の
競
合
も
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
引
渡
し
の
要

件
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
賃
借
人
が
占
有
を
取
得
し
た
時
点
で
、

ド
イ
ツ
民
法
典
九
八
六
条
二
項
に
基
づ
き
、
賃
借
人
は
、
競
合
す
る

債
権
者
に
対
し
占
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
限
り
に

お
い
て
、
売
買
は
賃
貸
借
を
破
ら
な
い
の
で
あ
る
。

2
　
不
動
産

　

不
動
産
に
関
す
る
債
権
の
競
合
も
ま
た
物
権
化
に
よ
っ
て
解
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
、
動
産
の
場
合
の
引
渡
し
と
同
様
の

役
割
を
果
た
す
の
が
登
記
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
不
動
産

所
有
権
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
登
記
簿
へ
の
登
記
が
効
力
要
件
と
さ

れ
て
い
る
（
ド
イ
ツ
民
法
典
八
七
三
条
一
項
）。
土
地
が
二
重
に
売

買
さ
れ
た
場
合
に
、
優
先
関
係
は
、
売
主
が
誰
と
の
間
で
先
に
処
分

契
約
を
締
結
し
（
い
わ
ゆ
る
「
分
離
原
則
」）、
誰
が
こ
の
脈
絡
に
お

い
て
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
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に
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
ド
イ
ツ
法
と
は
異
な
り
合
意
主
義）

（1
（

に
し
た

が
い
、
登
記
に
対
し
第
三
者
効
の
意
味
に
お
け
る
消
極
的
な
公
示
力

の
み
を
認
め
る
に
と
ど
ま
る
。
第
二
買
主
は
、
自
身
が
第
一
買
主
よ

り
前
に
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
、
か
つ
、
第
一
売
買
に
つ
い
て
善
意
で

あ
っ
た
場
合
に
の
み
所
有
権
を
取
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
債
務
法
の

改
正
後
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
九
八
条
二
項
が
こ
れ
を
定
め
て

い
る）

（1
（

。

　

売
買
と
賃
貸
借
と
の
競
合
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
法
は
登
記
簿
へ

の
登
記
を
要
求
し
て
い
な
い
。
買
主
よ
り
先
に
目
的
物
の
引
渡
し
を

受
け
た
賃
借
人
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
五
六
六
条
一
項
に
基
づ
き
、
買

主
に
対
し
て
優
先
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
売
買
は
賃
貸
借

を
破
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
脈
絡
に
お
い
て
、
賃
借
権
の
部
分
的

な
物
権
化
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
は
、

賃
借
人
保
護
の
た
め
に
、〔
財
の
〕
特
別
な
帰
属
形
態
を
生
み
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
財
の
物
的
帰
属
が
、
特
定
の
債
務
類
型
の

た
め
に
特
別
に
規
律
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
問
題
を
孕
ん
で

い
る
。
純
粋
な
債
権
の
衝
突
に
お
い
て
、
財
の
配
分
を
め
ぐ
る
紛
争

は
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
問
題
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
弁
済
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
債
権
者
は
、
な
お
損
害
賠
償
請
求
権
を
取

得
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
も
ま
た
、
賃
借
人
と
の
間
の

紛
争
に
つ
い
て
は
異
な
る
取
り
扱
い
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
賃
借

人
は
、
合
意
原
則
の
帰
結
と
し
て
、
賃
貸
借
契
約
の
締
結
に
よ
り
、

後
か
ら
登
場
し
た
買
主
と
の
関
係
で
保
護
さ
れ
る
（
フ
ラ
ン
ス
民
法

典
一
七
四
三
条
）。「
第
三
者
効
」
は
、
論
理
的
に
貫
徹
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
と
い
う
の
も
、
土
地
登
記
簿
へ
の
登
記
は
、
賃
貸

借
関
係
が
保
護
さ
れ
る
期
間
に
つ
い
て
の
み
決
定
的
な
意
味
を
持
つ

か
ら
で
あ
る）

（1
（

。

3
　
債
権

　

債
権
の
割
当
て
に
関
し
て
も
債
権
の
衝
突
が
起
こ
り
得
る
。
た
と

え
ば
債
権
の
二
重
売
買
が
考
え
ら
れ
る
。
債
権
の
場
合
に
お
け
る
公

示
と
し
て
は
、
債
務
者
へ
の
通
知
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
は
ド
イ
ツ
法
の
解
決
方
法
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
取

引
安
全
に
つ
い
て
、
物
の
処
分
等
と
は
異
な
る
評
価
を
し
て
お
り
、

債
権
の
完
全
な
移
転
の
た
め
に
、
処
分
行
為
と
し
て
の
譲
渡
合
意
の

他
に
は
何
ら
の
行
為
も
要
求
し
て
い
な
い
。
立
法
者
は
、
と
り
わ
け
、

譲
渡
の
効
力
を
債
務
者
へ
の
通
知
に
係
ら
し
め
る
こ
と
に
反
対
す
る

内
容
の
発
言
を
し
て
い
た）

（1
（

。
注
目
す
べ
き
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立

法
資
料
に
お
い
て
、
債
権
の
二
重
売
買
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
に
対
す
る
通
知
に
つ
い
て
、
外
部

か
ら
は
存
在
を
認
識
し
得
な
い
第
一
買
主
に
先
ん
じ
て
第
二
買
主
が

こ
れ
を
な
し
た
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
第
二
買
主
が
第
一
買
主
に
優
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先
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
立
法
者
が

こ
の
よ
う
な
事
例
を
用
い
て
説
明
し
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
相
当
な
公
示
に
つ
い
て
「
先
ん
じ
た
こ
と
」
は
、

二
重
売
買
の
場
合
に
お
い
て
、
ま
さ
に
決
定
的
な
基
準
と
さ
れ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
債
権
の
譲
渡
人
が
そ
の
資
金
の
必
要
性
を

秘
匿
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
利
益
も
高
く
評
価
さ
れ
た）

（1
（

。
さ
ら
に
注

目
す
べ
き
は
、
債
権
の
質
入
れ
に
つ
い
て
は
、
債
権
の
完
全
な
譲
渡

と
異
な
り
、
ド
イ
ツ
民
法
典
一
二
九
八
〇
条
に
よ
り
債
務
者
へ
の
通

知
が
要
件
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
譲
渡
の
認

識
可
能
性
に
つ
い
て
の
利
益
は
低
く
評
価
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
動
産

法
の
引
渡
主
義
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
操
作
可
能
性
は
指
摘
さ
れ
な

か
っ
た）

（1
（

。

　

債
務
法
改
正
の
以
前
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
債
務
者
へ
の
通
知
は
、

動
産
に
つ
い
て
の
引
渡
し
、
お
よ
び
不
動
産
に
つ
い
て
の
登
記
と
類

似
の
機
能
を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
債
権
の
第
一
買
主
が
自
動
的

に
そ
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
第
三
者
効
」
は
、
債

務
者
へ
の
通
知
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た）

（1
（

。
改
正
後
の

債
務
法
に
お
い
て
は
、
債
務
者
へ
の
通
知
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一

三
二
三
条
二
項
に
基
づ
く
「
第
三
者
効
」
の
た
め
に
は
も
は
や
必
要

不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い）

11
（

。

4
　
無
体
財
産
権

　

無
体
財
産
権
に
関
し
て
も
債
権
の
衝
突
が
起
こ
り
得
る
。
た
と
え

ば
、
あ
る
権
利
に
つ
き
二
名
の
買
主
が
競
合
す
る
場
合
、
二
名
の
ラ

イ
セ
ン
シ
ー
が
競
合
す
る
場
合
、
ま
た
は
一
名
の
買
主
と
一
名
の
ラ

イ
セ
ン
シ
ー
が
競
合
す
る
場
合
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、

無
体
財
産
権
の
場
合
に
も
、
公
示
に
対
す
る
慎
重
な
態
度
を
看
取
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
無
体
財
産
権
の
完
全
な
譲
渡
が
問
題
と
な

る
場
合
に
は
、
取
得
者
は
完
全
な
保
護
を
享
受
し
、
第
二
取
得
者
か

ら
保
護
さ
れ
る
た
め
に
登
録
法
上
も
登
録
を
必
要
と
し
な
い
。
ド
イ

ツ
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
登
録
要
件
（
特
許
法
三
〇
条
三
項

二
文
、
実
用
新
案
法
八
条
四
項
二
文
、
商
標
法
二
七
条
三
項
）
は
、

通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
実
体
法
上
の
設
権
的
効
力
を
生
じ
な
い）

1（
（

。

法
的
取
引
に
お
い
て
も
、
不
当
な
登
録
状
態
に
対
す
る
信
頼
は
保
護

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
イ
セ
ン
ス
も
同
様
に
、
後
続
の
取
得
者
か

ら
の
完
全
な
保
護
を
享
受
す
る
。
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
は
、
無
体
財
産
権

の
譲
渡
お
よ
び
矛
盾
す
る
第
二
ラ
イ
セ
ン
ス
か
ら
保
護
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
保
護
は
、
著
作
権
法
三
三
条
一
文
、
商
標
法
三
〇
条
五

項
、
特
許
法
一
五
条
三
項
、
実
用
新
案
法
二
二
条
三
項
、
意
匠
法
三

一
条
五
項
に
お
い
て
規
定
さ
れ
、
た
と
え
ば
登
録
の
形
で
の
公
示
の

有
無
と
は
無
関
係
に
認
め
ら
れ
る
。
い
っ
た
ん
国
内
的
に
は
ラ
イ
セ

ン
ス
の
登
録
が
完
了
し
て
も
（
特
許
法
三
〇
条
四
項
参
照
）、
登
録
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状
態
が
不
当
で
あ
る
場
合
は
取
引
保
護
は
認
め
ら
れ
な
い）

11
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
異
な
る
判
断
を
し
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
登
録
簿
へ
の
登
録
は
効
力
要
件
で
は
な
い
と
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
合
意
原
則
と
調
和
す
る
。
と
は
い
え
、
登
録
が
な
い
場

合
に
は
、「
第
三
者
効
」
は
否
定
さ
れ
る
。
二
重
ラ
イ
セ
ン
ス
の
場

合
に
は
、
第
一
の
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
は
、
第
二
の
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
が
悪

意
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
ラ
イ
セ
ン
ス
が
登
録
さ
れ
て
い
た
と
き
に

か
ぎ
り
、
自
己
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
第
二
の
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
知
的
財
産
法

L513

―

�
3

、L（13

―

�
9

、L（14

―

�
（

を
参
照
。

　

完
全
な
権
利
の
譲
渡
お
よ
び
ラ
イ
セ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
無
体
財
産
法
が
、
ド
イ
ツ
の
物
権
法
お
よ
び
無
体
財
産
法
と

は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
第
三
者
効
」
に
倣
い
、
消
極
的
公
示
の

概
念
を
採
用
し
て
い
る）

11
（

。
完
全
な
権
利
の
譲
渡
ま
た
は
ラ
イ
セ
ン
ス

の
登
録
は
、
物
権
的
保
護
の
た
め
に
設
権
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
登
録
簿
へ
の
登
録
が
さ
れ
な
い
と
、
第
二
取
得
者
は
、〔
先

行
す
る
権
利
の
譲
渡
ま
た
は
ラ
イ
セ
ン
ス
に
つ
い
て
〕
積
極
的
認
識

を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
共
同
体
意
匠
規
則
三
三
条
二
項
二
文）

11
（

ま
た
は
欧
州
連
合
商
標
規
則
二
三
条
一
項
二
文）

11
（

の
絶
対
化

（V
erabsolutierung

）
の
対
抗
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

5
　
ド
メ
イ
ン
に
関
す
る
特
別
事
例

　

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
は
近
時
、
新
た
な
タ
イ
プ

の
債
権
の
衝
突
の
事
案
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た）

11
（

。
こ
れ
は
、
セ
カ

ン
ド
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
（SecondLevelD

om
ain

）
の
授
与
機
関

で
あ
る
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
が
、「.de

」
で
終
わ
る
同
じ
ド
メ
イ
ン
を
二
重

に
授
与
し
た
事
案
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
一
個
の
ド
メ
イ

ン
に
関
す
る
債
権
の
衝
突
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ

Ｈ
は
こ
の
事
案
に
お
い
て
、
ド
メ
イ
ン
授
与
機
関
と
の
間
で
最
初
に

契
約
を
締
結
し
た
債
権
者
の
優
先
を
認
め
た
が
、
そ
の
判
断
は
十
分

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
取
引
安
全
の
配
慮
、
お
よ
び
公
的

に
閲
覧
可
能
な
Ｗ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｓ
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に
お
け
る
登
録
が
ど
の

範
囲
ま
で
公
示
と
し
て
考
慮
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
検
討

を
行
っ
て
い
な
い
。
当
該
事
案
に
お
い
て
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
が
有

す
る
、
無
体
財
産
権
に
つ
い
て
の
公
示
に
対
す
る
懐
疑
的
姿
勢
が
示

さ
れ
て
い
る
。

Ｃ　

債
務
法
上
の
分
配
紛
争
の
解
決）

11
（

　

債
権
の
衝
突
の
場
合
に
お
い
て
は
、
国
内
の
法
秩
序
の
様
々
な
物

権
化
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
代
表
的
な
も

の
と
し
て
、
動
産
に
つ
い
て
の
引
渡
主
義
と
合
意
主
義
の
相
違
が
挙
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げ
ら
れ
よ
う
。
物
権
化
の
た
め
に
緩
和
さ
れ
た
要
件
を
定
め
る
法
秩

序
の
下
で
は
、
純
粋
な
債
権
の
衝
突
の
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
生
じ
な
い
。

徹
底
し
た
合
意
主
義
を
有
す
る
法
秩
序
の
下
で
は
、
特
定
物
の
二
重

売
買
は
債
権
の
衝
突
に
至
ら
な
い
、
引
渡
主
義
を
有
す
る
法
秩
序
の

下
で
は
、
引
渡
し
の
前
の
段
階
で
債
権
の
衝
突
が
生
じ
る
。

　

無
論
、
明
確
な
合
意
主
義
を
有
す
る
法
秩
序
も
、
た
と
え
ば
種
類

物
が
売
却
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
同
様
に
債
権
の
衝
突
を
知
っ
て
い
る）

11
（

。

こ
れ
ら
の
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
矛
盾
す
る
賃
貸
借
契
約

が
締
結
さ
れ
た
が
、
目
的
物
が
ま
だ
引
渡
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、

債
権
の
衝
突
が
生
じ
る
。
か
か
る
法
秩
序
の
下
で
は
、
債
務
者
に

よ
っ
て
競
合
す
る
行
為
義
務
が
約
束
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
債

権
の
衝
突
が
想
定
さ
れ
う
る
。
以
下
で
は
、
い
ず
れ
の
債
権
者
も
未

だ
絶
対
的
な
法
的
地
位
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
純

粋
な
債
権
の
衝
突
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
を

行
う
。

　

以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
な
ら
い
、
事
例
を
現
象
に
し
た

が
っ
て
区
別
す
る
。
つ
ま
り
、
責
任
財
産
が
、
競
合
す
る
債
権
者
に

現
物
で
分
割
し
て
分
配
さ
れ
う
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
よ
う
な
按
分

比
例
に
よ
る
分
配
が
不
可
能
か
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ

は
ド
イ
ツ
の
議
論
か
ら
生
じ
た
区
別
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
従
来
、

双
方
の
類
型
を
広
く
分
離
し
て
検
討
お
よ
び
議
論
し
て
き
た
が
、
本

稿
で
は
、
結
論
と
し
て
包
括
的
な
考
察
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅰ　

現
物
で
の
分
割
が
可
能
な
場
合

　

一
九
一
四
年
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
判
断
を
下
し
た
「
ビ
ー
ト
事

件
」
は
大
変
有
名
で
あ
る）

11
（

。
売
主
は
、
自
身
が
栽
培
す
る
、
あ
る
特

定
の
生
産
年
の
ビ
ー
ト
の
種
を
複
数
の
顧
客
に
売
却
し
た
。
し
か
し
、

異
常
気
候
が
原
因
で
、
当
該
年
の
収
穫
は
予
想
よ
り
少
な
く
、
売
主

は
す
べ
て
の
顧
客
の
債
権
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
売
主
は
、
顧
客
に
ビ
ー
ト
の
種
を
分
割
し
て
給
付
し
、

こ
れ
を
超
え
る
損
害
賠
償
の
給
付
を
拒
ん
だ
と
こ
ろ
、
ラ
イ
ヒ
裁
判

所
は
、
結
果
と
し
て
売
主
の
主
張
を
容
認
し
た
。

1
　
按
分
比
例
に
よ
る
弁
済
を
正
当
化
す
る
糸
口

　

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
、
按
分
比
例
に
よ
る
弁
済
と

い
う
結
論
自
体
は
ほ
ぼ
一
致
し
た
賛
同
を
得
た
が）

11
（

、
そ
の
理
由
付
け

は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
ビ
ー
ト
事

件
に
つ
い
て
、
売
主
は
買
主
に
対
し
按
分
比
例
に
よ
る
弁
済
を
義
務

付
け
ら
れ
た
も
の
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
按
分
比
例
に

よ
る
部
分
を
越
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
一
部
不
能
の
問
題

で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
際
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、「
利
益
共
同

関
係
」（Interessengem

einschaft

）
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
典
二
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四
二
条
の
「
信
義
誠
実
」
よ
り
理
由
付
け
た
の
で
あ
る）

1（
（

。
こ
の
ド
イ

ツ
民
法
典
二
四
二
条
を
用
い
た
説
明
は
、
学
説
に
お
い
て
も
広
く
賛

同
を
集
め
た
が）

11
（

、
他
方
で
、
原
則
と
し
て
履
行
に
つ
い
て
競
争
原
理

を
説
く
ド
イ
ツ
民
法
典
の
第
一
草
案
理
由
書
と
の
直
接
的
な
矛
盾
に

直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
間
に
、
解
決
策
は
、
債
権
者
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
債
務
者

の
債
務
法
上
の
義
務
の
対
抗
を
受
け
る
か
と
い
う
疑
問
に
積
極
的
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
広
く
認
識
さ
れ
た
。

対
世
的
効
力
の
理
由
付
け
と
し
て
、
衡
平
性
の
考
慮
の
み
が
主
張
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
さ
ら
な
る
厳
密
な
検
討
を
要
す
る）

11
（

。
学
説

の
一
部
に
は
、
倒
産
と
パ
ラ
レ
ル
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る

と
の
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
倒
産
法
上
の
諸
原
則
は
、

一
般
民
事
法
へ
の
取
込
み
を
許
容
す
る
よ
う
な
、
実
体
法
に
お
け
る

根
拠
を
欠
く
。
債
権
者
平
等
原
則
を
採
る
べ
き
と
す
る
主
張）

11
（

は
、
な

ぜ
こ
の
原
則
が
、
私
的
自
治
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
優
先

主
義
よ
り
も
優
位
に
立
つ
の
か
と
い
う
疑
問
を
甘
受
す
る
必
要
が
あ

る
）
11
（

。2
　
債
権
者
平
等
原
則
へ
の
直
接
の
立
戻
り

　

a）　

優
先
主
義
に
は
分
配
的
正
義
は
な
い

　

財
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
を
、
優
先
主
義
を
用
い
て
解
決
す
る
こ

と
は
実
体
上
の
正
当
性
を
欠
い
て
い
る）

11
（

。
優
先
主
義
は
、
債
権
債
務

関
係
上
の
義
務
（O

bligation

）
で
は
な
く
、〔
そ
の
義
務
の
履
行

と
し
て
の
〕
処
分
行
為
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
決
定

的
で
あ
る
の
は
、
債
務
者
が
最
初
に
誰
に
対
し
て
処
分
し
た
か
、
ま

た
は
ど
の
債
権
者
が
最
初
に
債
務
者
の
処
分
を
強
制
執
行
の
方
法
で

補
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
債
権
債
務
関
係
上
の

義
務
と
は
別
個
に
処
分
（V

erfügung

）
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
の
根

拠
は
、
取
引
安
全
の
保
護
に
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
債
務
者
の
私
的

自
治
ま
た
は
具
体
的
に
関
与
し
て
い
る
債
権
者
の
私
的
自
治
の
た
め

で
は
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
取
引
安
全
の
配
慮
は
、

解
釈
論
上
こ
れ
を
あ
っ
さ
り
と
無
視
し
て
財
の
分
配
を
め
ぐ
る
紛
争

を
債
務
法
上
の
優
先
主
義
を
用
い
て
解
決
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
分
配
秩
序
は
、
操
作

の
お
そ
れ
が
大
き
く
、
制
限
種
類
債
務
の
例
の
よ
う
に
特
定
性
を
欠

く
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
考
慮
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
債
権
者
平
等
原
則
は
、
倒
産
法
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ

う
に
、
私
法
上
の
優
先
権
の
根
拠
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
け
る
分

配
的
正
義
を
考
慮
し
た）

11
（

、
実
体
法
上
の
分
配
基
準
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

b）　

債
権
者
平
等
原
則
の
徹
底

　

債
務
者
は
、
在
庫
品
を
完
全
に
売
却
し
た
時
点
で
、
当
事
者
間
に



債権の衝突

93

お
い
て
そ
の
在
庫
品
に
関
す
る
自
由
を
喪
失
す
る
。
在
庫
品
の
一
部

が
滅
失
し
た
場
合
、
ま
た
は
ビ
ー
ト
事
件
の
よ
う
に
最
初
か
ら
十
分

な
数
量
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
そ
の
在
庫
品
に
関
し

て
は
実
体
上
倒
産
に
陥
る
。
こ
の
と
き
、
他
の
私
法
上
の
関
連
す
る

分
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
な
い
た
め
、
債
権
者
平
等
の
原
則
が
作

用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
把
握
さ
れ
た
問
題
状
況
は
、
在
庫
品
が

現
物
分
割
さ
れ
、
債
権
者
の
「
倒
産
の
場
合
に
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

割
合
」（Insolvenzquoten
）
を
も
と
に
し
て
、
債
権
者
に
分
配
さ

れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

現
物
分
割
に
よ
る
相
当
の
量
的
配
分
は
、
債
権
者
平
等
原
則
か
ら
導

く
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
債
権
者
は
そ
の
債
権
に
つ
い
て
割
合
に
応
じ
た
弁

済
を
得
る
。
債
権
者
が
こ
の
割
合
に
応
じ
た
弁
済
に
つ
い
て
利
用
価

値
を
持
た
な
い
と
き
は
、
債
権
者
に
は
、
契
約
全
体
を
解
除
す
る
途

が
残
さ
れ
る
。
債
権
者
が
契
約
を
維
持
す
る
場
合
に
は
、
債
権
の
割

当
て
を
超
え
た
部
分
に
関
し
て
は
、
実
体
法
上
の
不
能
が
生
じ
る
。

債
務
者
が
各
債
権
者
と
の
関
係
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
商
品
を
処
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
（「
個
別
的
観
察
方
法
」）

11
（

）、
不
能
の

想
定
お
よ
び
そ
れ
と
並
行
し
て
現
わ
れ
る
、
債
務
者
の
義
務
負
担
に

伴
う
当
事
者
間
で
の
自
由
の
喪
失
は
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
在
庫
品
の
実
体
上
正
当
な
分
配
が
保
障
さ
れ
う
る
こ
と
に
よ
っ
て

正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
、
い
ず

れ
の
債
権
者
に
対
し
て
も
財
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
債
権
者
は
、
優
先
主
義
の
基
準
に
よ
り
そ
の
実
体
法

上
手
つ
か
ず
の
債
権
の
全
体
を
行
使
し
う
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
一
部
不
能
の
想
定
は
、
債
務
者
が
、
同
時
に
不
十
分
な
分
配
財

産
の
管
理
者
と
し
て
行
動
し
、
管
理
者
と
し
て
債
権
者
平
等
原
則
に

従
い
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
を
考
慮
し
て
い
る
。

　

債
務
者
が
債
権
の
衝
突
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
に
は
、

債
権
者
は
、
配
分
を
超
え
る
給
付
利
益
に
つ
い
て
、
履
行
に
代
わ
る

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

c）　

特
別
倒
産
否
認
を
準
用
す
べ
き
か
？

　

財
の
分
配
を
め
ぐ
る
紛
争
と
、
倒
産
法
が
そ
の
解
決
を
特
別
な
法

領
域
と
し
て
規
律
し
て
い
る
問
題
と
の
類
似
性
を
鑑
み
る
と
、
当
該

在
庫
品
に
つ
い
て
債
務
者
が
責
任
財
産
を
超
え
る
債
務

（vollum
fängliche�O

bligiertheit

）
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
、
債

務
者
の
処
分
を
―
―
そ
れ
が
債
権
者
の
一
人
に
割
当
て
（Q

uote

）

を
超
え
た
弁
済
を
提
供
す
る
限
り
―
―
無
効
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る

と
の
理
解
に
至
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
純
粋
な
倒
産
状
況

に
お
い
て
は
、
債
務
者
が
実
質
的
な
倒
産
状
態
に
お
い
て
行
っ
た
処

分
は
、
場
合
に
よ
り
訂
正
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
別
倒
産
否
認
と

い
う
手
法
が
関
連
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
債
権
の
衝
突
の
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場
合
に
特
別
倒
産
否
認
が
準
用
さ
れ
る
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。

　

私
法
の
立
法
者
に
本
来
的
な
裁
量
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
特
別
倒
産
否
認
制
度
を
ど
の
よ
う
に
形
成
す
べ
き
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
立
法
者
が
特
別
倒
産
否
認
を
否
定
す
れ
ば
、
立
法
者
は
、

債
務
者
の
包
括
的
な
権
利
義
務
に
つ
い
て
積
極
的
認
識
を
有
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
全
な
弁
済
を
受
け
た
債
権
者
に
、
取
引
保
護

を
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
。
債
務
者
の
処
分
お
よ
び
債
権
者
の
強
制

執
行
は
、
そ
の
場
合
に
、
対
象
が
限
定
さ
れ
た
破
産
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
優
先
主
義

の
目
的
は
対
世
的
に
達
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
分
配
上
の
正

義
の
観
点
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
取
引
安
全
の
保
護
の
み
を
考
慮

し
た
結
果
で
あ
る
。

　

特
別
倒
産
否
認
の
類
推
適
用
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
次
の
場
合
に

限
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
実
質
的
な
倒
産
の

場
合
と
、
対
象
が
限
定
さ
れ
た
倒
産
の
場
合
と
の
不
平
等
な
取
扱
い

が
、
体
系
的
に
も
は
や
円
滑
に
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で

あ
る
。
実
質
的
な
倒
産
の
場
合
に
は
、
取
消
権
が
機
能
し
な
い
と
、

債
権
者
の
弁
済
を
受
け
る
機
会
が
減
少
し
、
債
権
者
は
経
済
上
の
不

利
益
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
債
権
の
衝
突
の
ケ
ー
ス
に
お

い
て
特
別
倒
産
否
認
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
経
済
的
観
点
か
ら
は
、

債
権
者
の
不
利
に
至
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
債
務
者
は
債
権
者

平
等
原
則
を
義
務
付
け
ら
れ
、
も
し
こ
の
義
務
に
違
反
す
れ
ば
、
こ

れ
に
よ
り
劣
後
し
た
債
権
者
の
弁
済
を
う
け
る
機
会
が
減
じ
ら
れ
た

と
き
に
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
。
債
務

者
の
倒
産
は
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
債
権
者
は
、
給
付
障

害
法
に
よ
る
法
的
救
済
を
求
め
る
こ
と
で
、
債
務
者
の
支
払
能
力
あ

る
他
の
責
任
財
産
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
体

系
的
な
観
点
か
ら
は
、
倒
産
否
認
を
対
象
の
限
定
さ
れ
た
倒
産
の
事

案
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
要
請
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
債
権
者
が
、
割
合
に
よ
る
現
物
給
付
か
ら
、
割
合
に
よ
る
損
害

賠
償
請
求
に
転
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
看
過
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
解
決
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
、
現
物
給
付
と
金
銭
の
提

供
が
同
価
値
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
必
要
は
な
く
、
実
際
に
こ
れ

は
妥
当
で
は
な
い
。
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
実
質
的
な
倒
産
状
態
に

あ
る
債
務
者
の
債
権
者
の
地
位
は
、
対
象
が
限
定
さ
れ
た
財
の
分
配

を
め
ぐ
る
紛
争
に
身
を
置
く
債
権
者
の
地
位
と
、
次
の
点
で
比
較
に

な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
別
な
倒
産
否
認
に
対

す
る
権
利
の
承
認
は
、
前
者
の
類
型
に
お
い
て
の
み
、
体
系
的
な
観

点
か
ら
任
意
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ　

現
物
分
割
が
不
可
能
な
場
合

　

二
重
売
買
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
法
上
の
伝
統
的
な
教
義
で
あ
る
。
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二
重
売
買
と
は
、
あ
る
売
主
が
物
を
特
定
物
売
買
と
し
て
二
重
に
売

却
し
、
両
方
の
買
主
が
、
譲
渡
を
も
っ
て
各
自
の
義
務
の
履
行
よ
る

物
の
完
全
な
帰
属
を
争
う
と
い
う
関
係
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
二
重

売
買
に
お
い
て
は
、
責
任
財
産
の
按
分
比
例
に
よ
る
分
配
は
不
可
能

で
あ
る
。

　

合
意
原
則
に
従
う
法
秩
序
に
お
い
て
も
、
同
様
の
債
権
の
衝
突
は

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
制
限
種
類
債
務
に
お
い
て

そ
の
在
庫
品
が
分
割
不
可
能
で
あ
る
場
合
、
債
務
者
が
競
合
す
る
作

為
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
、
も
し
く
は
目
的
物
が
二
重
に
賃
貸
さ

れ
た
が
未
だ
引
渡
し
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。

1
　
優
先
主
義
に
つ
い
て
の
通
説
的
な
解
決

　

ビ
ー
ト
事
件
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
圧
倒
的
に
立
法

者
）
11
（

に
同
調
し
、
紛
争
を
処
分
法
上
の
優
先
主
義
に
よ
っ
て
解
決
す
る

姿
勢）

1（
（

を
指
示
し
て
い
る
。
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
債
権
の
発
生
時

ま
た
は
訴
え
の
提
起
の
時
点
に
優
先
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、

意
識
的
に
こ
れ
と
反
す
る
決
断
が
な
さ
れ
た）

11
（

。
こ
の
と
き
く
じ
に
よ

る
決
定
（Losprinzip

）
も
提
案
さ
れ
た
。

2
　
優
先
主
義
は
分
配
的
正
義
を
持
た
な
い

　

二
重
売
買
を
優
先
主
義
に
よ
っ
て
解
決
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
任

意
の
、
ま
た
は
強
制
執
行
法
上
強
い
ら
れ
た
債
務
者
の
処
分
を
用
い

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
分
配
的
正
義
を
欠
く
。
そ
も
そ
も
、

〔
既
に
売
却
し
た
財
を
さ
ら
に
別
の
買
主
に
〕
処
分
す
る
こ
と
は
、

取
引
安
全
の
保
護
を
目
的
と
し
て
、
引
渡
主
義
に
よ
り
、
債
務
法
上

の
義
務
付
け
を
そ
の
義
務
の
履
行
と
し
て
の
処
分
行
為
か
ら
切
り
離

す
こ
と
の
み
に
よ
り
〔
理
論
上
〕
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
、
法
的
状

況
を
、
予
測
可
能
で
あ
り
か
つ
操
作
不
可
能
に
形
成
す
る
と
い
う
目

的
を
有
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
場
合
で
も
、
取
引
安
全
の
保

護
の
考
慮
は
、
ド
イ
ツ
法
の
解
釈
論
上
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

債
務
法
上
の
優
先
主
義
を
用
い
た
分
配
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
も
支

持
し
う
る
。
立
法
者
は
、
二
重
売
買
の
場
面
に
お
い
て
、
債
務
法
上

の
優
先
主
義
に
よ
る
分
配
に
対
し
詳
細
な
反
論
を
行
っ
て
い
る
。

3
　
債
権
者
平
等
原
則
の
徹
底
に
も
問
題
が
あ
る

　

財
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
債
権
者
の
平
等
に
よ
り
解
決
す
べ

き
で
あ
る
。
債
権
者
の
債
権
が
、
債
権
者
に
帰
属
す
る
配
当
を
上
回

る
場
合
に
不
能
が
生
じ
る
。
き
わ
め
て
問
題
で
あ
る
の
は
、
ど
の
よ

う
に
債
権
者
の
平
等
が
図
ら
れ
る
か
で
あ
る
。

　

a）　

現
物
で
の
分
割

　

幾
重
に
も
物
の
譲
渡
の
義
務
を
負
い
、
も
し
く
は
競
合
す
る
行
為

義
務
を
負
う
債
務
者
は
、
当
該
目
的
物
ま
た
は
当
該
行
為
義
務
に
関
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し
て
実
体
上
倒
産
状
態
に
あ
る
。
こ
の
と
き
、
債
権
者
平
等
の
原
則

が
働
く
が
、
そ
の
遂
行
は
、
二
重
売
買
の
事
例
群
に
お
い
て
問
題
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
ビ
ー
ト
事
件
」
と
は
異
な

り
、
財
産
の
分
配
は
排
除
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
定
物
は
場
合
に

よ
っ
て
は
分
割
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も）

11
（

、
債
務
上
の
義
務
は
当
該
特

定
物
全
体
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
持
分
に
よ
る
弁
済
で
は
も
は
や
債

務
上
の
義
務
に
適
合
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
債

務
者
の
競
合
す
る
作
為
義
務
も
、
現
物
分
割
が
で
き
な
い
。

　

b）　

金
銭
の
支
払
い
を
通
じ
た
平
等
原
則

　

相
当
の
金
銭
の
支
払
い
に
よ
る
債
権
者
平
等
も
想
定
可
能
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
債
務
者
の
金
銭
支
払
義
務
は
私
法
上
の
基
礎
を
要
件
と
し
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
損
害
賠
償
義
務
の
か
た
ち
で
存
在
し
得
る
。

　

し
か
し
、
債
権
の
衝
突
に
つ
い
て
債
務
者
を
非
難
し
え
な
い
場
合

に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
想
定
可
能
で
あ
る
。
加
え

て
、
義
務
付
け
行
為
が
代
理
人
よ
り
な
さ
れ
た
が
、
債
務
者
の
認
識

を
欠
い
て
い
た
場
合
に
問
題
と
な
り
う
る）

11
（

。
金
銭
債
務
の
場
合
と
異

な
り
、
債
権
の
衝
突
に
身
を
置
く
債
務
者
は
、
帰
責
性
に
左
右
さ
れ

な
い
調
達
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
債
権
の
衝
突
は
、
多
く
の
場
合
に
帰
責
性
を
伴
っ
て
発

生
す
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
履
行
に
代
わ

る
損
害
賠
償
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
財
の
分
配
を

め
ぐ
る
争
い
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
両
債
権
者

に
つ
い
て
有
責
の
不
能
が
存
在
し
、
債
権
者
の
一
方
の
損
害
賠
償
請

求
権
が
履
行
に
よ
り
消
滅
す
る
と
、
不
能
と
い
う
想
定
は
ほ
と
ん
ど

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
と
、
売

買
目
的
物
に
つ
い
て
の
倒
産
は
除
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
誰
も
債
権
者
に
対
し
、
履
行
に
代
わ
る
損
害
賠
償
の

請
求
を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
債
権
者
は
、
第
一
次
的
な
履
行

請
求
権
を
維
持
す
る
か
否
か
を
自
由
に
決
断
す
る
。
債
権
者
が
損
害

賠
償
請
求
に
く
ら
替
え
す
る
可
能
性
は
、
債
権
者
が
こ
の
可
能
性
を

行
使
し
な
い
限
り
、
現
物
給
付
に
お
け
る
分
配
を
め
ぐ
る
紛
争
を
排

除
し
な
い
。

　

c）�　

帰
属
さ
れ
る
べ
き
財
の
分
割
で
は
な
く
、
法
的
地
位
の
分
割

と
す
る
見
解

　

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
債
権
者
平
等
原
則
は
新
た
な
問
題
に
直
面

す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
現
物
で
の
分
割
（Realteilung

）

に
よ
っ
て
も
、
金
銭
的
補
償
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
徹
底
が
不
可
能
だ

か
ら
で
あ
る
。
き
わ
め
て
病
理
的
な
財
の
分
配
を
め
ぐ
る
紛
争
が
問

題
と
な
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
、
実
体
上
公
平
な

解
決
に
至
る
こ
と
が
で
き
ず
、
優
先
主
義
が
甘
受
さ
れ
る
と
い
う
結

論
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
、

く
じ
引
き
主
義
（Losprinzip

）
に
よ
る
分
配
よ
り
も
さ
ら
に
偶
然
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の
結
果
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
現
物
分
割
が
不
可
能

で
あ
る
財
に
つ
い
て
も
、
債
権
者
の
平
等
な
取
扱
い
は
可
能
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
エ
ル
ン
ス
ト
は
、
買
主
が
目
的
物
に
対
す
る
共

有
持
分
を
認
め
ら
れ
る
と
す
る
紛
争
の
解
決
方
法
を
提
案
し
た）

11
（

。
こ

の
、
共
有
権
の
容
認
に
よ
る
分
配
は
、
二
重
売
買
の
場
面
の
み
な
ら

ず
、
財
を
現
物
で
分
割
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
紛
争
事
案

に
つ
い
て
妥
当
す
る）

11
（

。
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
お
い
て
は
、
す
で
に
一

九
世
紀
か
ら
、
二
重
賃
貸
借
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
分
配

が
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た）

11
（

。
買
主
の
拘
束
意
思
が
過
度
な

負
担
を
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
、
買
主
は
売

買
契
約
の
締
結
に
よ
り
、
目
的
物
に
つ
い
て
持
分
共
同
関
係
に
入
る

こ
と
を
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
契
約
全
体
を
解
除
す
る
こ

と
は
依
然
と
し
て
買
主
の
自
由
で
あ
る
。
債
務
者
の
私
的
自
治
も
ま

た
、
必
要
以
上
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
共
有
の
取
得
は
、

単
独
所
有
の
取
得
に
向
け
た
約
束
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
利
義
務

に
よ
っ
て
包
含
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
有
責
な
二
重
売
買
の
場
面
に
お

い
て
、
債
権
者
は
、
債
務
者
が
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
取
得
で
き

な
か
っ
た
部
分
に
存
す
る
給
付
利
益
に
つ
い
て
、
履
行
に
代
わ
る
損

害
賠
償
と
い
う
形
で
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

4
　
契
約
違
反
の
誘
発

　

債
務
者
が
、
そ
れ
で
も
な
お
一
方
の
債
権
者
に
単
独
所
有
権
を
譲

渡
し
、
ま
た
は
強
制
執
行
の
方
法
で
こ
れ
を
取
得
さ
せ
る
と
、
こ
の

所
有
権
の
取
得
が
確
定
す
る
。
倒
産
法
上
の
特
別
否
認
の
準
用
は
法

律
上
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
上
述
の
よ
う
に）

11
（

、
体
系
上
も
必

ず
し
も
要
請
さ
れ
て
い
な
い
。
債
務
者
が
不
能
の
主
張
を
せ
ず
に
単

独
所
有
権
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
強
制
執
行
措
置
に
至
っ
た
と
き
は
、

債
務
者
は
、
弁
済
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
買
主
に
対
し
、
頓
挫
し
た

按
分
比
例
に
よ
る
弁
済
に
つ
い
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
に
な

る
。

　

ド
イ
ツ
の
議
論
で
は
、
特
に
二
重
売
買
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
特

定
の
事
情
の
下
で
第
二
買
主
の
良
俗
違
反
を
認
め）

11
（

、
ド
イ
ツ
民
法
典

八
二
六
条
に
基
づ
き
、
第
一
買
主
が
第
二
買
主
に
対
し
て
、
分
配
的

満
足
を
主
張
さ
せ
る
こ
と
な
く
物
の
引
渡
し
を
求
め
る
請
求
権
を
認

め
ら
れ
て
い
る）

1（
（

と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
優
先
主
義
を
弱
め
る
こ
と

が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
件
と
し
て
は
、
第
二
買
主
が
第
一
売

買
に
つ
き
悪
意
で
あ
り
、
第
一
買
主
と
の
関
係
で
契
約
違
反
を
「
誘

発
」（verleiten

）
さ
せ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
際
に
「
著
し
く

配
慮
に
欠
け
て
い
た
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

公
序
良
俗
違
反
と
故
意
否
認
と
の
類
似
点
が
明
白
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
層
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
ド
イ
ツ）

11
（

に
お
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け
る
法
制
史
の
発
展
の
中
で
消
滅
し
た）

11
（

。
民
法
に
お
い
て
は
、
強
制

執
行
法
に
お
い
て
か
な
り
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
、
よ
り
主
観
性
の

低
い
要
件
を
伴
っ
た
新
た
な
像
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
確
か
に
、
第
二
買
主
が
第
一
売
買
に
つ
い
て
積
極
的
認

識
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
み
で
良
俗
違
反
を
肯
定
す
る
見
解
も
一
部

に
主
張
さ
れ
た
が）

11
（

、
こ
の
見
解
が
一
般
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

Ｄ　

考
察

　

あ
る
動
産
の
二
重
売
買
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、

こ
の
紛
争
を
次
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
権
法
上

の
合
意
原
則
に
よ
り
、
物
権
の
完
全
な
帰
属
は
、
債
務
法
上
の
契
約

の
締
結
の
〔
時
間
的
〕
優
先
順
位
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

第
一
買
主
は
直
ち
に
所
有
権
を
取
得
す
る
か
ら
、
衝
突
す
る
債
権
は

発
生
し
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
ま
た
、
引
渡
し
の
な
い
場
合
に
、
取

引
安
全
の
保
護
の
た
め
に
、
第
二
買
主
の
権
利
取
得
を
認
め
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
所
有
権
譲
渡
の
成
立
要
件
に
引
渡
し
を
追
加
す
る
も

の
で
は
な
く
、
第
二
買
主
が
売
主
か
ら
善
意
で
占
有
を
取
得
し
た
場

合
に
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
第
二
買
主
の
所
有
権
取
得
を
許
す
趣

旨
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
引
渡
主
義
に
よ
り
、
物

の
引
渡
し
前
に
は
、
純
粋
な
債
権
の
衝
突
の
状
態
に
至
る
。
本
稿
で

主
張
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
売
主
は
両
買
主
に
対
し
て
共
有
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
主
が
引
渡
し
に
よ
り
一
人
の
買
主
に
所
有

権
を
移
転
し
た
と
き
は
、
こ
の
所
有
権
の
取
得
が
確
定
す
る
。
フ
ラ

ン
ス
法
と
異
な
り
、
第
二
買
主
は
、
第
一
売
買
に
つ
い
て
悪
意
で

あ
っ
て
も
、
引
渡
し
に
よ
り
第
一
買
主
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も

有
効
に
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
法
が
第
二
買

主
の
所
有
権
取
得
を
排
除
す
る
の
は
、
第
二
買
主
が
、
第
一
買
主
に

対
す
る
売
主
の
契
約
破
棄
を
意
図
的
に
誘
発
さ
せ
た
と
い
う
、
良
俗

違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

Ｅ　

ま
と
め

　

1
．
債
権
の
衝
突
の
ケ
ー
ス
は
、
債
務
者
の
責
任
財
産
の
う
ち
限

定
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
の
倒
産
状
態
と
し
て
把
握
す
る
べ
き
で
あ

る
。
債
権
の
衝
突
の
場
合
に
、
財
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
い
は
そ
れ
ほ

ど
困
難
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
者
の
、
な
お
支
払
能
力
あ
る

財
産
に
向
け
た
損
害
賠
償
請
求
権
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
う
る
か
ら
で

あ
る
。

　

2
．
倒
産
の
場
合
と
同
様
に
、
債
権
の
衝
突
の
事
案
に
お
い
て
は
、

債
権
者
平
等
原
則
が
実
体
上
正
当
な
分
配
原
則
で
あ
る
。
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3
．
債
権
者
の
一
人
が
す
で
に
物
権
的
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
場

合
に
は
、
債
権
の
衝
突
に
は
至
ら
な
い
。

　

4
．
あ
る
法
秩
序
に
お
い
て
、
法
的
地
位
の
絶
対
化
は
、
こ
れ
を

公
示
に
係
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
得
者
に
最
も
親
和
的
な
制

度
は
、〔
所
有
権
の
取
得
に
〕
公
示
を
要
求
し
な
い
。
取
引
安
全
を

さ
ら
に
一
段
階
高
め
る
と
、
公
示
の
欠
缺
は
消
極
的
公
示
に
結
び
つ

け
ら
れ
る
。
取
引
安
全
を
こ
れ
よ
り
も
高
度
に
図
る
制
度
は
、
公
示

を
効
力
要
件
と
す
る
。
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
は
、
競
合
す
る
債
権
者

の
一
人
が
債
務
者
に
働
き
か
け
、
そ
れ
に
よ
り
債
務
者
が
契
約
違
反

に
至
っ
た
場
合
に
は
、
効
力
要
件
と
し
て
の
公
示
要
件
が
、
良
俗
違

反
の
非
難
と
の
関
係
で
相
対
化
さ
れ
う
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　

5
．
動
産
の
場
合
に
は
引
渡
し
が
、
不
動
産
の
場
合
に
は
登
記
簿

へ
の
登
記
が
、
債
権
の
場
合
に
は
債
務
者
へ
の
通
知
が
、
そ
し
て
無

体
財
産
に
つ
い
て
は
登
録
簿
へ
の
登
録
が
公
示
に
当
た
る
。

　

（
．
物
権
的
地
位
を
取
得
し
た
債
権
者
が
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い

場
合
に
は
、
債
権
者
平
等
の
原
則
に
従
い
、
按
分
比
例
に
よ
る
弁
済

が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
責
任
財
産
を
按
分
比
例
に
よ
り
分
割
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
き
は
、
債
権
者
は
按
分
比
例
に
よ
る
弁
済

を
受
け
る
。
責
任
財
産
を
按
分
比
例
に
よ
り
分
割
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
は
持
分
に
よ
る
共
有
を
認
め
ら
れ
る
。
有

責
な
債
権
の
衝
突
の
場
合
の
、
按
分
比
例
に
よ
る
弁
済
を
超
え
た
債

務
者
の
損
害
賠
償
義
務
は
、
こ
れ
に
よ
り
影
響
を
受
け
な
い
。

　

（
．
債
務
者
が
按
分
比
例
に
よ
る
弁
済
の
義
務
に
違
反
し
た
と
き

は
、
債
務
者
は
そ
の
範
囲
で
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
。
割
当
て
を
超

え
る
弁
済
を
受
け
た
債
権
者
は
、
そ
の
給
付
を
保
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
特
別
倒
産
否
認
の
採
用
に
よ
る
修
正
は
、
債
権
の
衝
突
に
つ

い
て
は
適
切
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
良
俗
違
反
に
当

た
る
、
契
約
違
反
の
誘
発
の
事
例
群
が
例
外
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）　

た
と
え
ば
、E

m
erich,�La�Propriété�des�créances,�200（,�

S.�438

等
を
参
照
。

（
2
）　

こ
の
事
例
と
比
較
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
一
九
七
九
年
動

産
売
買
法
のSection�20A

�（4�

）
に
お
い
て
割
当
て
（Q

uotelung

）

を
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
割
当
て
を
超
え
て
弁
済
を
受
け
た
債
権

者
は
、
責
任
か
ら
も
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（Section�20B�

（3�

）�Sale�of�Goods�A
ct�19（9

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

Burns,�T
he�M

odern�Law
�Review

,�V
ol.�5�9�

（199（

）,�S.�2（0,�
2（8�f.�

お
よ
び
ド
イ
ツ
の
文
献
で
あ
るH

.-F. M
üller,�Recht�der�

internationalen�W
irtschaft�199（,�S.�542,�544

も
参
照
。
よ
り

厳
格
で
あ
る
の
は
、A

rt.�V
III.2:30（�D

raft�Com
m

on�Fram
e�

of�Reference

で
あ
り
、
割
当
て
を
超
え
て
弁
済
を
受
け
た
債
権
者

は
、
善
意
で
あ
る
場
合
に
限
り
免
責
さ
れ
る
。

（
3
）　Boulanger,�Revue�trim

estrielle�de�droit�civil�1935,��
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S.�545�ff.

お
よ
びV

areilles-Som
m

ières,�Revue�critique�de�
législation�et�de�jurisprudence�1905,�S.�528�ff.�

に
よ
り
フ
ラ

ン
ス
法
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
る
と
、
両
者
の
共
通
性
が
明
ら

か
と
な
る
。

（
4
）　de Boor,�D

ie�K
ollision�von�Forderungsrechten,�1928,�

4�（�ff.

（
5
）　de Boor
の
以
前
に
も
、
破
産
法
を
考
慮
し
て
い
な
い
著
作
と

し
て
、Schäfer,�D

as�Problem
�der�verhältnism

äßigen�Be
friedigung �außerhalb�des�K

onkurses,�1923,�S.�5�（

が
あ
っ

た
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
倒
産
法
を
完
全
に
除
外
す
る
も
の
で

は
な
い
（a.a.O

,�S.�89ff.

）。

（
（
）　Jakobs/Schubert�

（H
rsg.

）,�D
ie�Beratung�des�Bürger

lichen�Gesetzbuchs,�A
llgem

einer�T
eil,�2.�T

eilband,�1985,�
S.�1245�f.

（
（
）　

ド
イ
ツ
動
産
法
に
お
け
る
引
渡
主
義
の
目
的
の
詳
細
は
、J. F. 

H
offm

ann,�Prioritätsgrundsatz�und�Gläubigergleichbe
handlung,�201（,�S.�1�4�ff.

を
参
照
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
引
渡

主
義
の
一
つ
の
重
要
な
軟
化
の
事
例
が
ド
イ
ツ
民
法
典
九
三
〇
条

で
あ
り
、
同
条
は
占
有
改
定
に
よ
る
引
渡
し
を
可
能
に
し
て
い
る
。

（
8
）　

こ
の
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
に
お
け
る
詳
論
と
し
て
、

W
intgen,�Étude�critique�de�la�notion�d

’opposabilité,�2004

が
あ
る
。

（
9
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
九
六
条
一
項
を
参
照
。

（
10
）　

こ
の
規
定
は
一
般
的
に
、
欠
陥
の
あ
る
「
第
三
者
効
」
の
現
象

と
し
て
で
は
な
く
、
善
意
取
得
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
二
二
七
六
条
）

に
お
け
る
特
別
事
例
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て

は
同
じ
帰
結
に
至
る
。
た
と
え
ば
、T

erré/Sim
ler,�Les�biens,�

9.�A
ufl.�2014,�Rn.�409

、
異
な
る
見
解
と
し
て
、W

ester-O
uisse,�

Revue�trim
estrielle�de�droit�civil�2013,�S.�299,�304�N

r.�1�2

は
、
合
意
原
則
の
破
棄
の
承
認
を
意
図
す
る
。
ま
っ
た
く
異
な
る

見
解
と
し
て
、D

ubarry,�Le�transfert�conventionnel�de�pro
priété, �2014,�S.�23（�ff.

が
あ
る
。

（
11
）　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
引
渡
主
義
の
著
し
い
弱
化
が
改
め
て
指
摘

さ
れ
よ
う
（Fn.（

）。

（
12
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
九
六
条
一
項
、T

erré/Sim
ler,�Les�

biens�（Fn.10

）,�Rn.�40（

を
参
照
。

（
13
）　

新
債
務
法
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
九
八
条
二
項
お
よ
び
一
九

五
五
年
一
月
四
日
デ
ク
レ
三
〇
条
一
号
一
項
を
参
照
。

（
14
）　

取
得
者
は
、
相
当
の
登
録
簿
へ
の
登
録
が
欠
け
る
と
き
は
、

A
rt.�2�8�N

r.�1��b

）,�3�0�décret�vom
�04.01.1955

に
基
づ
き
、
一

二
か
月
間
に
つ
い
て
の
み
賃
貸
借
契
約
の
対
抗
を
受
け
る
。

（
15
）　M

ugdan�

（H
rsg.

）,�D
ie�gesam

m
ten�M

aterialien�zum
�

Bürgerlichen�Gesetzbuch�für�das�D
eutsche�Reich,�Band�

2:�Recht�der�Schuldverhältnisse,�1899,�S.�（5.
（
1（
）　Protokolle�bei�M

ugdan�II�（Fn.15

）,�S.�5（1.

（
1（
）　Protokolle�bei�M

ugdan�II�（Fn.15

）,�S.�5（1.
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（
18
）　

こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
旧
法
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡�

に
つ
い
て
も
操
作
の
お
そ
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。Siehe�

M
alaurie/A

ynès/Stoffel-M
unck,�D

roit�des�obligations,�8.�
A

ufl.�2015,�Rn.�141（.

（
19
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
旧
）
一
六
九
〇
条
を
参
照
。

（
20
）　Siehe�dazu�etw

a�M
alaurie/A

ynès/Stoffel-M
unck,�Les�

obligations�（Fn.18
）,�Rn.�1411�ff.

（
21
）　Siehe�BGH

,�Gew
erblicher�Rechtsschutz�und�U

rheber
recht�2013,�S.�（13,�（1（�f.�–�Fräsverfahren;�Ingerl/R

ohnke,�
K

om
m

entar�zum
�M

arkengesetz,�3.�A
ufl.�2010,�

§�2�8�
M

arkenG,�Rn.�1�

、
登
録
の
証
拠
法
上
の
機
能
に
関
す
る
近
時
の
詳

細
な
論
考
と
し
て
、
た
と
え
ば
、O

hly,�Gew
erblicher�Rechts

schutz�und�U
rheberrecht�201（,�S.�1120�ff.

（
22
）　

取
引
安
全
に
親
和
的
な
解
決
の
た
め
の
立
法
論
と
し
て
、
た
と

え
ば
、Ahrens/M

cG
uire,�M

odellgesetz�für�Geistiges�Eigen
tum

,�2012,�Buch�1��

§§�112�A
bs.�3,�143�A

bs.�1��S.�1.

（
23
）　

欧
州
無
体
財
産
法
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、J. F. 

H
offm

ann,�Zeitschrift�für�das�Privatrecht�der�Euro
päischen �U

nion�201（,�S.�120�ff.

（
24
）　V

erordnung�（EG

）�（/2002.

（
25
）　V

erordnung�（EU

）�2015/2424.

（
2（
）　BGH

,�Gew
erblicher�Rechtsschutz�und�U

rheberrecht,�
2013,�S.�309�–�Providerw

echselauftrag;�

こ
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、J. F. H

offm
ann,�Jahrbuch�Junger�Zivilrechtsw

issen
schaftler�2014,�S.�1（3�ff.

（
2（
）　

詳
し
く
は
、J. F. H

offm
ann,�Prioritätsgrundsatz�und�

Gläubigergleichbehandlung�（Fn.（

）,�S.�384�ff.

（
28
）　

こ
の
と
き
、
意
思
主
義
も
ま
た
、
所
有
権
の
移
転
の
た
め
に
具

体
化
を
必
要
と
す
る
。M

alaurie/A
ynès,�Les�Biens,�（.�A

ufl.�
2015,�Rn.�15（.�Eingehend�D

ubarry,�T
ransfert�de�propriété�

（Fn.10

）,�S.�132�ff.

（
29
）　Entscheidungen�des�Reichsgerichts�in�Zivilsachen,�

Band�84,�125.

（
30
）　

こ
れ
は
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
一
三
〇
条
の
解
決
方
法
に
相
当
す
る
。

同
条
に
よ
れ
ば
、「
権
利
が
複
数
人
に
帰
属
し
、
そ
の
権
利
が
並
行

し
て
行
使
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
に
別
の
定
め
が

な
い
限
り
、
各
権
利
者
は
、
権
利
全
体
の
一
部
行
使
が
可
能
と
な

る
よ
う
に
、
自
己
の
権
利
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

が
行
わ
れ
得
な
い
、
も
し
く
は
禁
止
さ
れ
る
と
き
は
、
く
じ

（Loos

）
に
よ
り
決
定
す
る
」。
現
物
の
給
付
が
不
可
分
の
事
例
に

つ
い
て
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
七
六
四
条
は
特
別
の
規
定
を
置
い
て

お
り
、「
複
数
人
が
、
同
一
の
債
務
者
に
対
し
、
複
数
の
債
権
に
基

づ
く
給
付
を
求
め
る
権
利
を
有
し
て
お
り
、
当
該
給
付
が
、
債
権

者
の
一
名
に
対
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
き
は
、
給
付
を
受
け
た

権
利
者
は
他
の
権
利
者
に
優
先
す
る
。
複
数
の
権
利
者
の
い
ず
れ

も
未
だ
給
付
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、
債
権
が
異
時
に
発
生
し
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た
と
き
は
発
生
し
た
時
点
の
先
後
に
よ
り
、
債
権
が
同
時
に
発
生

し
た
と
き
は
く
じ
引
き
に
よ
り
優
先
関
係
を
決
定
す
る
。
劣
後
し

た
権
利
者
は
、
要
件
を
満
た
せ
ば
、
給
付
を
求
め
る
権
利
に
代
え

て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、

A
LR�Einl.�

§�9�（

は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
競
合
関
係
に
至
っ

た
債
権
が
同
じ
性
質
（Beschaffenheit

）
を
有
す
る
場
合
は
、
各

債
権
者
は
、
他
の
債
権
者
の
権
利
行
使
が
併
存
し
う
る
よ
う
に
、

必
要
な
範
囲
で
譲
歩
（nachgeben

）
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。

（
31
）　Entscheidungen�des�Reichsgerichts�in�Zivilsachen,�

Band�84,�125,�128�f.

（
32
）　

た
と
え
ば
、�de Boor,�Kollision�（Fn.4

）,�S.�140�ff.,�G
ernhuber,�

D
as�Schuldverhältnis,�1989,�

§�1�0�IV
.�8.�b

）,�S.�252,�H
ueck,�

Der�Grundsatz�der�gleichm
äßigen�Behandlung�im

�Privatrecht,�
1985,�S.�138�ff.,�Larenz,�Lehrbuch�des�Schuldrechts,�Erster�
Band:�A

llgem
einer�T

eil,�14.�A
ufl.�198（,�

§�1�1�I.,�S.�155;�W
üst,�

D
ie�Interessengem

einschaft,�1958,�S.�9�8�ff.�
を
参
照
。
他
の

見
解
と
し
て
、Caspers,�J.�v.�Staudingers�K

om
m

entar�zum
�

Bürgerlichen�Gesetzbuch,�Bearb.�2014,�

§�2（5�BGB,�Rn.�2�3

は
、
こ
れ
は
「
私
法
に
お
い
て
優
先
主
義
」
に
相
当
す
る
と
す
る
。

（
33
）　M
ugdan�

（H
rsg.

）,�D
ie�gesam

m
ten�M

aterialien�zum
�

Bürgerlichen�Gesetzbuch�für�das�D
eutsche�Reich,�Band�

1:�Einführungsgesetze�und�A
llgem

einer�T
heil,�1899,�S.�

50（.�

債
権
債
務
関
係
に
お
け
る
意
思
の
支
配
の
本
質
は
、
こ
の
よ

う
な
〔
債
権
の
競
合
の
〕
可
能
性
を
排
除
す
る
。「
債
務
者
は
、
い

ず
れ
の
債
権
者
に
対
し
て
も
、
債
権
発
生
の
以
後
又
は
以
前
の
契

約
に
基
づ
い
て
他
者
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」。「
履
行
を
め
ぐ
る
競
争
は
自
由
で
あ
り
、
そ
の

際
に
は
、
い
ず
れ
の
債
権
者
も
他
の
債
権
者
に
対
し
て
配
慮
す
る

必
要
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、�G

ebhard,�Entw
urf�

eines�Bürgerlichen�Gesetzbuchs�für�das�D
eutsche�Reich,�

Buch�A
llgem

einer�T
heil,�1881,�zitiert�nach�Schubert,�

W
erner�

（H
rsg.

）,�V
orentw

ürfe�der�Redaktoren�zum
�BGB�

A
llgem

e iner�T
eil,�Band�2,�1981,�S.�419�ff.

。
さ
ら
に
、Jakobs/

Schubert,�A
T

�II�（Fn.（

）,�S.�1245�f.

。

（
34
）　V

gl.�etw
a�G

sell,�Beschaffungsnotw
endigkeit�und�

Leistungspflicht,�1998,�S.�1（5�ff.

（
35
）　Berges,�K

onkurs,�T
reuhand�und�Schiedsgerichts

w
esen�195（,�S.�49,�5�4�f.;�G

rünberger,�Personale�Gleichheit,�
2013,�S.�499;�H

ueck,�Gleichm
äßige�Behandlung�

（Fn.�3�2

）,�
S.�141;�im

�A
nsatz�bereits�Schäfer,�Befriedigung�

（Fn.�5�

）,�
S.�8�9�ff.

（
3（
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、G

sell,�Beschaffungsnotw
endigkeit�

（Fn.34

）,�S.�1（2.
（
3（
）　Eingehend�J. F. H

offm
ann,�Prioritätsgrundsatz�und�

Gläubigergleichbehandlung�（Fn.（

）,�S.�1�0�ff.

（
38
）　Eingehend�J. F. H

offm
ann,�Prioritätsgrundsatz�und�



債権の衝突

103

Gläubigergleichbehandlung�（Fn.（

）,�S.�193�ff.
（
39
）　de Boor,�K

ollision�（Fn.4

）,�S.�1�（�ff.�und�passim
.

（
40
）　G

ebhard,�V
orentw

urf�A
T

/2�

（F
n.33

）,�S.�419�ff.,�
M

ugdan�I�

（Fn.33

）,�S.�50（�

（siehe�oben�Fn.33

）
に
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
同
一
の
動
産
に
対
す
る
所
有
権
の
移
転

の
請
求
権
が
衝
突
し
た
と
き
は
、
引
渡
し
を
求
め
た
結
果
と
し
て

所
有
権
を
取
得
し
た
者
は
、
債
権
者
の
範
囲
か
ら
離
脱
す
る
」。

Siehe�dazu�Jakobs/Schubert,�A
T

�II�（Fn.（

）,�S.�1245�f.

（
41
）　

た
と
え
ば
、N

euner,�A
rchiv�für�die�civilistische�Praxis�

203�

（2003

）,�S.�4（,�55,�Stadler,�Gestaltungsfreiheit�und�
V

erkehrsschutz�durch�A
bstraktion,�S.�381�ff.,�488�ff.,�

W
acke,�Juristische�A

rbeitsblätter�1981,�S.�94,�9（.

参
照
。

（
42
）　

こ
の
場
合
に
、
仮
処
分
に
よ
る
担
保
設
定
（A

bsicherung

）

が
な
さ
れ
う
る
。
た
と
え
ば
、Foerste,�Zeitschrift�für�Zivilprozess�

10（�

（1993

）,�S.�143,�151�ff.

、K
ohler,�Juristenzeitung�1983,�

S.�58（,�591

、
こ
れ
ら
と
異
な
る
見
解
と
し
て
、W

ieling,�Juristen
zeitung�1982,�S.�839,�842

、E
rnst,�in:�Lorenz�u.a.�

（H
rsg.

）,�
Festschrift�für�A

ndreas�H
eldrich�zum

�（0.�Geburtstag,�
2005,�S.�113,�12（�ff.

を
参
照
。

（
43
）　

東
フ
リ
ー
ス
の
ラ
ン
ト
法
に
お
い
て
は
、
不
動
産
の
二
重
売
買

の
場
合
に
つ
い
て
、
現
物
分
割
が
明
確
に
指
示
さ
れ
て
い
た
。

Sella-G
eusen,�D

oppelverkauf,�1999,�S.�232.

の
論
証
を
参
照
。

（
44
）　de Boor,�K

ollision�

（Fn.4

）,�S.�8�2�ff.�

お
よ
びE

rnst,�FS�

H
eldrich�

（Fn.42

）,�S.�113,�114�f.

、
な
ら
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
例
示

を
参
照
。

（
45
）　

く
じ
引
き
主
義
（Losprinzip

）
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
ザ
ク

セ
ン
民
法
典
七
六
四
条
（Fn.30

）
を
参
照
。

（
4（
）　E

rnst,�FS�H
eldrich�

（Fn.42

）,�S.�113,�139.�

た
だ
し
帰
責
性

の
な
い
二
重
売
買
の
ケ
ー
ス
に
限
ら
れ
る
。

（
4（
）　

二
重
賃
貸
の
場
合
に
は
、
債
務
者
は
利
用
権
を
債
権
者
に
共
同

に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
按
分
比
例
に
よ
る
分
割
が

で
き
な
い
制
限
種
類
物
（
た
と
え
ば
、
三
名
の
債
権
者
が
そ
れ
ぞ

れ
、
飼
育
さ
れ
た
二
頭
の
豚
の
譲
渡
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

債
務
者
は
二
頭
の
豚
し
か
処
分
で
き
な
い
場
合
）
に
つ
い
て
も
、

債
務
者
は
、
債
権
者
に
対
し
、
制
限
種
類
物
に
対
す
る
共
有
を
設

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
48
）　G

uillouard,�T
raité�du�con�trat�de�louage,�Band�1,�3.�

A
ufl.�1891,�S.�3�0�f.�N

r.�23,�S.�4�5�f.�N
r.�29.

（
49
）　C.�I.�2.�c

）.

（
50
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、E

rnst,�FS�H
eldrich�

（Fn.42

）,�S.�113,�
120�f.;�BGH

,�N
eue�Juristische�W

ochenschrift�1988,�S.�1（1（,�
1（1（.

も
参
照
。

（
51
）　Entscheidungen�des�Reichsgerichts�in�Zivilsachen,�

Band�108,�58,�59;�BGH
,�N

eue�Juristische�W
ochenschrift�

1981,�S.�2184;�L
arenz/C

anaris,�Lehrbuch�des�Schuld
rechts,�Zw

eiter�Band:�Besonderer�T
eil,�2.�H

albband,�13.�
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A
ufl.,�1994,�

§�（�8�IV
.�1.,�S.�455�f.�Siehe�auch�D

ubischar,�
Juristische�Schulung�19（0,�S.�（,�8��f.

（
52
）　

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
旧
一
一

六
七
条
に
規
定
さ
れ
る
故
意
否
認
（V

orsatzanfechtung

）
を�

ド
イ
ツ
法
よ
り
も
開
か
れ
た
文
言
で
規
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に

対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
現
一
三
四
一
条
二
に
お
い
て
は
、
決

定
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
賃
貸
と
贈
与
が

競
合
す
る
場
合
に
つ
い
て
、Cass.�1re�civ.�vom

�10.12.19（4,��
D

.�19（5,�S.�（（（;�
二
重
売
買
に
つ
い
て
、Cass.�req.�vom

�28.�
08.1940,�Sirey�1940�I,�S.�103;�

売
買
と
贈
与
の
競
合
に
つ
い
て
、

Cass.�1re�civ.�vom
�0（.10.2004,�D

.�2004,�S.�3098

）。
さ
ら
に
、

Cass.�civ.�vom
�10.04.1948,�RT

D
�civ.�1948,�S.�345�（berichtet�

durch�H
. M

azeaud/L
. M

azeaud
）;�Cass.�1re�civ.�vom

�
0（.0（.1989,�N

r.�8（19.4（3

）
は
部
分
的
に
、
フ
ラ
ン
ス
文
献
に
お

け
る
抵
抗
を
受
け
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
を
支
持
す
る
も
の
と

し
て
、M

alaurie/A
ynès/Stoffel-M

unck,�Les�obligations�（Fn.�
1�8

）,�Rn.�114（;�Starck,�La�sem
aine�juridique�1954�I,�1180,�

N
r.�1�9�ff.;�V

areilles-Som
m

ières,�Rev.�crit.�1905�

（Fn.�3�
）,�S.�

544�f.�

そ
の
ほ
か
、
近
時
の
詳
細
な
検
討
と
し
て
、Sautonie-

Laguionie,�La�Fraude�paulienne,�2008,�S.�153�ff.�

等
が
あ
る
。

（
53
）　

類
似
性
に
つ
い
て
は
、Sella-G

eusen,�D
oppelverkauf�

（Fn.�4�3

）,�S.�184�ff.,�235�ff.,�24（,�25（,�

に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
、
故
意
否
認
お
よ
び
贈
与
否
認
を
直
接
用
い
る
こ

と
に
よ
り
、
バ
ル
ド
ゥ
ス
（Baldus�de�U

baldis

）
の
教
義
に
対

応
し
た
解
決
方
法
が
発
展
し
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
（E

rnst,�
FS�H

eldrich�

（Fn.�4�2

）,�S.�113,�11（�f.;�W
ieling,�Zeitschrift�

der�SavignyStiftung�für�R
echtsgeschichte,�G

erm
a

nistische �A
bteilung,�2003,�S.�480,�484

）。
こ
れ
は
、
普
通
法
上

の
教
義
に
お
い
て
支
配
的
見
解
を
形
成
す
る
に
至
り
、
そ
の
後

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
（Jhering,�Jahr

bücher�für�die�D
ogm

atik�des�heutigen�röm
ischen�und�

deutschen�Privatrechts,�10.�Band�

（18（1

）,�S.�245,�330�f.

）。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
例
は
、
あ
る
買
主
が
「
あ
る

物
を
破
産
状
態
に
あ
る
者
か
ら
そ
れ
と
知
り
つ
つ
買
っ
た
」
場
合

と
同
様
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、「
こ
こ
で
も
『gestum

�in�fraudem
�

creditors

』
で
あ
る
。
法
は
な
ぜ
、
パ
ウ
リ
ー
ナ
訴
権
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
救
済
を
、
他
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
拡
張
す
る
こ
と

に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
」。
一
八
七
九
年
の
取

消
法
は
、
今
日
の
取
消
法
と
同
様
に
金
銭
債
権
の
保
護
を
念
頭
に

置
い
て
い
た
が
、
前
掲
のSella-G

eusen

に
よ
れ
ば
、
そ
の
編
纂

に
よ
り
は
じ
め
て
、
こ
の
よ
う
な
出
発
点
は
失
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。

歴
史
の
発
展
に
お
い
て
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
法
典
編
纂

に
よ
り
、
実
証
主
義
的
な
法
解
釈
の
実
体
法
上
の
基
礎
が
消
失
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
。

（
54
）　

た
と
え
ば
、Larenz,�Schuldrecht�I�

（Fn.32

）,�

§�2��II.,�S.�
1�8�Fn.�21.
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〔
付
記
〕　

本
誌
前
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
ヤ
ン
・
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ホ

フ
マ
ン
「
連
続
講
演
1　

債
権
者
平
等
原
則
と
価
値
追
跡
」（
水

津
太
郎
訳
）
に
つ
き
ま
し
て
、
次
の
傍
線
部
分
を
補
足
い
た
し
ま

す
。『

法
学
研
究
』
九
十
一
巻
八
号
六
一
頁
注
（
8
）

【
旧
】（
8
）
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
、
動
産
に
対
す
る
金
銭
債
権

の
強
制
執
行
（
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
八
〇
四
条
三
項
）
を
参

照
。

【
新
】（
8
）
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
、
動
産
に
対
す
る
金
銭
債
権

の
強
制
執
行
（
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
八
〇
四
条
三
項
〔
こ
こ

で
の
動
産
に
は
、
有
体
動
産
の
ほ
か
、
債
権
そ
の
他
の
財
産

権
も
含
ま
れ
る
〕）
を
参
照
。


