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一

は
じ
め
に

法
律
が
規
定
す
る
、
あ
る
い
は
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
解
除
権
の
発
生
原
因
の
中
で
、
民
法
五
四
一
条
に
基
づ
く
解
除
権（
な
お
、

以
下
で
は
、
解
除
権
行
使
の
観
点
に
着
目
し
て
、「
催
告
解
除
」
と
言
う
。）
は
如
何
な
る
機
能
を
有
す
る
の
か
。

残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
催
告
解
除
の
機
能
が
適
切
に
理
解
さ
れ
て
き
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
よ
り
深
刻
な
こ
と
に
、
近
時

の
債
権
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
催
告
解
除
に
つ
い
て
誤
っ
た
方
向
に
突
き
進
ん
で
い
る
。

民
法
五
四
一
条
に
お
け
る
「
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
い
場
合
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
同
条
に
基
づ
く
解
除
は
、
従
来
、

不
履
行
に
基
づ
く
解
除
の
一
般
原
則
と
し
て
理
解
さ
れ
て

１
）

き
た
。
も
っ
と
も
、
判
例
お
よ
び
学
説
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
民
法
五
四
一
条

の
一
般
的
な
適
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
当
な
結
論
を
同
条
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
一
部
給
付
の
事
案
に
お
い
て
は
、
す
で
に
履
行
さ
れ
た
部
分
だ
け
で
は
契
約
を
締
結
し
た
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
で
な
け
れ
ば
、
契
約
全
体
の
解
除
を
認
め
ず
、
原
則
と
し
て
残
り
の
未
履
行
部
分
に
つ
い
て
の
み
解
除
を
認
め
て

２
）

い
る
。
ま
た
、
附
随

的
義
務
の
違
反
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
解
除
を
認
め
ず
、
附
随
的
義
務
の
違
反
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
目
的
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
契
約
の
解
除
を
認
め
て

３
）

い
る
。
さ
ら
に
、
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
解
除
を
認
め
な
い
の
で

４
）

あ
る
。

ま
た
、
解
除
の
効
果
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
解
除
の
効
果
を
規
定
す
る
民
法
五
四
五
条
は
、
抽
象
的
解
除
権
行
使
の
効
果
を
規
定
し

た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
同
条
は
法
定
解
除
お
よ
び
約
定
解
除
に
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て

５
）

き
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
催
告

解
除
に
も
そ
の
他
の
解
除
権
の
発
生
原
因
に
基
づ
く
解
除
と
同
じ
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
一
部
給
付
や

附
随
的
義
務
の
違
反
の
事
案
に
お
い
て
催
告
解
除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
催
告
解
除
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ
た
一
部
給
付
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や
不
完
全
給
付
を
債
務
者
に
受
戻
し
て
、
契
約
を
終
了
さ
せ
、
あ
る
い
は
債
権
者
が
す
で
に
反
対
給
付
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
債
権

者
は
、
債
務
者
に
対
し
て
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
お
よ
び
通
説
は
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
一
部
給
付
や
附
随
的
義
務
の
違
反
の
事
案
に
お
い
て
、
催
告
解
除
に
よ
る
契
約
全
体
の
清
算
を
認
め
ず
、
契
約
を
締
結
し

た
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
契
約
全
体
の
清
算
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
催
告
解
除
に
よ
る
な

さ
れ
た
一
部
給
付
や
不
完
全
給
付
の
受
戻
し
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
催
告
解
除
は
、
抽
象
的
に
は
そ
の
他
の

解
除
権
の
発
生
原
因
に
基
づ
く
解
除
と
同
じ
効
果
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
催
告
解
除
が
問
題
と
な
る
個
別
の
事
案

を
見
る
限
り
、
催
告
解
除
に
よ
っ
て
常
に
契
約
全
体
の
清
算
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
現
行
法

に
お
け
る
催
告
解
除
の
機
能
は
、
実
際
に
催
告
解
除
が
有
し
て
い
る
機
能
と
比
較
し
て
、
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
過
大
評
価
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
よ
り
深
刻
な
の
は
、
近
時
の
債
権
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
催
告
解
除
の
機
能
が
過
大
評
価
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
十
分
に
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
債
権
法
改
正
の
議
論
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
催
告
解
除
は
ま
さ
に
そ
の
本
来
的
な
機
能
を
も

奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
近
時
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
に
よ
っ
て
解
除
権
の
発
生
要
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
提
案
が
示
さ

６
）

れ
た
。

【
三
・
一
・
一
・
七
七
】（
解
除
権
の
発
生
要
件
）

一

契
約
当
事
者
の
一
方
に
契
約
の
重
大
な
不
履
行
が
あ
る
と
き
に
は
、
相
手
方
は
、
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア

契
約
の
重
大
な
不
履
行
と
は
、
契
約
当
事
者
の
一
方
が
債
務
の
履
行
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
方
が
契
約
に
対

す
る
正
当
な
期
待
を
失
っ
た
場
合
を
い
う
。

ドイツ法における催告解除と契約の清算 ㈠

北研45(3・ )51 495



イ

契
約
の
性
質
ま
た
は
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
、特
定
の
日
時
ま
た
は
一
定
の
期
間
内
に
債
務
の
履
行
を
し
な
け
れ
ば
契

約
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
の
一
方
が
履
行
を
し
な
い
で
そ
の
時
期
を
経
過
し
た
と
き

は
、
契
約
の
重
大
な
不
履
行
に
あ
た
る
。

二

契
約
当
事
者
の
一
方
が
債
務
の
履
行
を
し
な
い
場
合
に
、
相
手
方
が
相
当
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
履
行
を
催
告
し
、
催
告
に
応

じ
な
い
こ
と
が
契
約
の
重
大
な
不
履
行
に
あ
た
る
と
き
は
、
相
手
方
は
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

事
業
者
間
で
結
ば
れ
た
契
約
に
お
い
て
、
契
約
当
事
者
の
一
方
が
債
務
の
履
行
を
し
な
い
場
合
、
相
手
方
が
相
当
の
期
間
を
定

め
て
そ
の
履
行
の
催
告
を
し
、
そ
の
期
間
内
に
履
行
が
な
い
と
き
は
、
相
手
方
は
、
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

催
告
に
応
じ
な
い
こ
と
が
契
約
の
重
大
な
不
履
行
に
あ
た
ら
な
い
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

解
除
権
の
発
生
要
件
一
般
の
問
題
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
催
告
解
除
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
改
正
提
案
は
、
さ
し
あ

た
り
事
業
者
間
取
引
と
そ
れ
以
外
の
取
引
と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
改
正
提
案
は
、
事
業
者
間
取
引
に
つ
い
て
、
原
則
と
し

て
催
告
と
そ
こ
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
契
約
の
解
除
を
認
め
て
い
る
（
改
正
提
案

三

）。
も
っ
と
も
、
改
正
提

案
は
、「
催
告
に
応
じ
な
い
こ
と
が
契
約
の
重
大
な
不
履
行
に
あ
た
ら
な
い
と
き
は
」
契
約
の
解
除
を
認
め
な
い
（
改
正
提
案

三

但
書
）。

し
か
し
な
が
ら
、
催
告
解
除
は
、
そ
も
そ
も
債
権
者
に
迅
速
な
代
替
取
引
の
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
に
そ
の
本
来
的
な
意
義
が
あ
っ
た
は

ず
で
は
な

７
）

い
か
。
債
務
者
が
債
務
の
履
行
を
し
な
い
た
め
、
債
権
者
が
第
三
者
と
代
替
取
引
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
債
務
者
が
後
に
遅
れ

て
債
務
の
履
行
を
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
債
権
者
が
こ
の
よ
う
に
遅
れ
て
な
さ
れ
る
債
務
の
履
行
を
危
惧
す
る
こ
と
な
く

第
三
者
と
の
代
替
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
簡
易
な
手
続
に
よ
っ
て
迅
速
に
債
権
者
を
契
約
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ

た
の
が
催
告
解
除
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
催
告
解
除
は
、
催
告
と
そ
こ
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
の
み
に
よ
っ
て
債
権
者
を
契
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約
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
そ
の
本
来
的
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
履
行
の
た
め
に
付
与
さ
れ
た
期
間
が
徒
過
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
債
務
者
に
「
催
告
に
応
じ
な
い
こ
と
が
契
約
の
重
大
な
不
履
行
に
あ
た
ら
な
い
」
と
の
主
張
を
許
す
こ
と
は
、

簡
易
な
手
続
で
迅
速
に
債
権
者
を
契
約
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
催
告
解
除
の
本
来
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
提

案
要
旨
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

８
）

い
る
。

些
末
な
附
随
義
務
の
違
反
等
を
取
り
上
げ
て
解
除
が
為
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
な
い
判
例

９
）

法
は
、
事
業
者
間
取
引
に
お
い
て
も
合
理

性
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
債
務
者
の
側
で
、
催
告
に
応
じ
な
い
こ
と
が「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」

に
当
た
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
し
た
場
合
に
は
解
除
権
が
発
生
し
な
い
こ
と
と
す
る
形
で
こ
の
絞
り
の
要
件
を
本
提
案

三

に
お

い
て
も
維
持
す
る
こ
と
と
し
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
提
案
要
旨
は
、
些
末
な
附
随
義
務
の
違
反
に
よ
っ
て
契
約
全
体
の
清
算
を
認
め
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
に

す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
改
正
提
案
に
お
い
て
も
、
催
告
解
除
に
、
そ
の
他
の
解
除
権
の
発
生
原
因
に
基
づ
く
解
除
と
同
じ
く
、
契
約
全
体

を
清
算
す
る
効
果
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
催
告
解
除
が
そ
も
そ
も
そ
の
他
の

解
除
権
の
発
生
原
因
に
基
づ
く
解
除
と
同
じ
効
果
を
有
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
催
告
解
除
が
常
に
契
約
全
体
を
清
算
す
る
効
果
を
有
す

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
自
体
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
現
在
実
際
に
催
告
解
除
に
与
え
ら
れ
て
い
る

効
果
か
ら
す
れ
ば
、
改
正
提
案
に
お
け
る
よ
う
な
催
告
解
除
の
制
限
は
不
要
で
あ
る
。

次
に
、
改
正
提
案
は
、
事
業
者
間
取
引
以
外
の
取
引
に
つ
い
て
、
催
告
と
そ
こ
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
の
み
に
よ
っ
て
は

解
除
を
認
め
ず
、
催
告
に
応
じ
な
い
こ
と
が
「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
に
あ
た
る
場
合
に
は
じ
め
て
契
約
の
解
除
を
認
め
て
い
る
（
改
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正
提
案

二

）。
提
案
要
旨
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

10
）

い
る
。

履
行
期
に
ま
っ
た
く
履
行
が
な
さ
れ
ず
、
そ
の
後
相
当
期
間
を
付
与
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
が
猶
予
期
間
を
徒
過
し

た
場
合
、「
催
告
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
」
は
、
原
則
と
し
て
「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
に
当
た
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
試
案

は
、
不
完
全
な
履
行
に
も
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
た
だ
ち
に
「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
に
当
た
ら
な
い
場
合
に
も
、
催
告
解
除
の
対

象
と
な
る
こ
と
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
追
完
可
能
性
の
あ
る
不
完
全
履
行
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
契
約
の
重
大
な
不
履
行
に
当
た
ら
な

い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
不
完
全
な
履
行
に
お
い
て
は
、
不
完
全
な
履
行
が
判
明
し
た
後
、
債
権
者
と
債
務
者
と
の
間
で
追

完
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
が
な
さ
れ
た
が
、
結
局
、
債
権
者
が
契
約
に
対
す
る
正
当
な
期
待
を
失
う
と
い
う
場
合
が
存
在
す
る
。
そ
こ

で
、
当
初
の
不
完
全
な
履
行
が
そ
の
ま
ま
で
は
当
然
に
は
本
提
案

一

の
解
除
原
因
と
な
ら
な
い
場
合
に
、
債
権
者
が
当
該
不
完

全
履
行
に
つ
き
追
完
の
催
告
を
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
債
務
者
の
応
接
が
「
催
告
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
」
と
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ

が
そ
の
段
階
で
「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
初
の
不
完
全
な
履
行
が
解
除
原
因
に
格
上
げ
さ
れ
る
こ

と
を
認
め
、
本
提
案

二

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
現
在
の
判
例
法
は
、
債
権
者
が
些
末
な
附
随
義
務
の
不
履
行
を

取
り
上
げ
、こ
れ
に
つ
い
て
催
告
し
て
も
、債
務
者
が
そ
れ
に
応
じ
な
い
だ
け
で
は
、当
然
に
は
解
除
権
が
発
生
し
な
い
と
し
て

11
）

お
り
、

こ
の
判
例
法
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
本
提
案

二

に
お
い
て
催
告
手
続
に
加
え
て
「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」
概
念
に
よ
る
絞

り
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

お
お
よ
そ
催
告
解
除
の
機
能
が
熟
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
催
告
解
除
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
催
告
と
そ
こ
に
お
い
て
設

定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
の
み
に
よ
っ
て
債
権
者
を
契
約
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
そ
の
本
質
的
な
意
義
が
あ
る
。
改
正
提
案

二

に
お
け
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る
解
除
は
、
す
で
に
催
告
解
除
で
は
な
く
、「
契
約
の
重
大
な
不
履
行
」に
基
づ
く
解
除
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
解
除
に
よ

る
契
約
全
体
の
清
算
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
催
告
解
除
に
よ
る
契
約
全
体
の
清
算
を
認
め
る
こ
と
の
不
合
理
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
催
告
解
除
に
、
そ
の
他
の
解
除
権
の
発
生
原
因
に
基
づ
く
解
除
と
同
じ
く
、
契
約
全
体
を
清
算
す
る
効
果
が
与
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
も
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
催

告
解
除
が
そ
も
そ
も
そ
の
他
の
解
除
権
の
発
生
原
因
に
基
づ
く
解
除
と
同
じ
効
果
を
有
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
催
告
解
除
が
常
に
契
約

全
体
を
清
算
す
る
効
果
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
事
業
者
間
取
引
と

比
較
し
て
、
そ
れ
以
外
の
取
引
に
お
い
て
は
、
迅
速
性
の
要
請
が
後
退
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
履
行
の
た
め
に

必
要
な
期
間
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
債
務
の
履
行
を
し
な
い
」債
務
者
の
給
付
を
何
故
債
権
者
は
付
与
し
た
期
間
の
徒

過
後
も
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
催
告
解
除
の
機
能
が
適
切
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
事
業
者
間
取
引
以
外
の
取
引
に

お
い
て
催
告
解
除
を
認
め
て
も
何
ら
問
題
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
改
正
提
案
を
見
る
限
り
、
催
告
解
除
の
機
能
が
適
切
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
改
正
提
案
は
、

現
行
法
に
お
い
て
催
告
解
除
に
付
加
さ
れ
た
不
要
物
を
削
ぎ
落
と
し
て
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
、
催
告
解
除
に

さ
ら
に
不
要
物
を
覆
い
か
ぶ
し
て
そ
の
本
質
を
ま
っ
た
く
見
え
な
い
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
改
正
提
案
は
、
ま
さ
に
催
告
解
除
か

ら
そ
の
本
質
的
な
機
能
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
催
告
解
除
の
本
質
的
な
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

わ
が
民
法
五
四
一
条
は
、
そ
の
起
草
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
に
強
い
影
響
を
受

12
）

け
た
。
二
〇
〇
二
年
債
務
法
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、

解
除
の
効
果
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
を
有
さ
ず
、
約
定
解
除
に
つ
い
て
解
除
の
効
果
を
規
定
し
て
い
た
が
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
六
条

以
下
）、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
法
定
解
除
に
準
用
さ
れ
て
い
た
た
め
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
七
条
）、
催
告
解
除
に
契
約
全
体
を
清
算
す
る
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効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
現
行
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
わ
が
民
法
典
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
解
除
の
効
果
を
す
べ
て
の
解
除
に

共
通
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し（
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
一
項
）、
そ
の
た
め
、
催
告
解
除
に
、
そ
の
他
の
解
除
権
の
発
生
原
因
に
基
づ
く

解
除
と
同
じ
く
、
契
約
全
体
を
清
算
す
る
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
催
告
解
除
を
規
定
す
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六

条
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
三
二
三
条
の
適
用
が
問
題
と
な
る
個
別
の
情
況
を
見
る
限
り
、催
告
解
除
の
実
質
的
な
効
果
は
制
限
さ
れ
て
お
り
、

催
告
解
除
に
よ
っ
て
常
に
契
約
全
体
の
清
算
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
こ
の

よ
う
な
催
告
解
除
の
効
果
の
制
限
は
、
明
文
上
認
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
催
告
解
除
は
、
そ
も
そ
も
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
だ
け
機
能
す
る
、
あ
る
い
は
あ
る
特
定
の
限
定
さ

れ
た
機
能
し
か
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
催
告
解
除
が
如
何
な
る
機
能
を
有
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

わ
が
民
法
五
四
一
条
に
お
け
る
催
告
解
除
が
有
す
べ
き
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

な
お
、
以
下
で
は
、
売
買
契
約
の
事
案
を
念
頭
に
催
告
解
除
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
催
告
解
除
は
、

そ
も
そ
も
売
買
契
約
に
関
し
て
作

13
）

ら
れ
、
ま
た
、
以
下
に
お
い
て
中
心
的
な
問
題
と
な
る
催
告
解
除
に
よ
る
契
約
全
体
の
清
算
が
売
買
契

約
に
お
い
て
特
に
重
要
な
問
題
と
な
る
か
ら
で

14
）

あ
る
。
も
う
少
し
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
以
下
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
一
部
給
付
や
不
完
全
給
付

の
事
案
に
お
け
る
よ
う
に
、
売
主
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
給
付
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
買
主
が
催
告
解
除
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
給
付
を
売
主

に
受
戻
し
て
、
契
約
関
係
を
終
了
さ
せ
、
あ
る
い
は
買
主
が
す
で
に
代
金
を
支
払
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

北研45(3・ )56 500

論 説



二

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
け
る
契
約
か
ら
の
離
脱
（A

b
g
eh
en

）

㈠

離
脱
の
成
立

ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
催
告
解
除
の
機
能
に
つ
い
て
見
る
前
に
、
催
告
解
除
の
起
源
た
る
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
（D

a
s A

llg
em
ein
e

 
D
eu
tsch

e H
a
n
d
elsg

esetzb
u
ch

）
に
お
け
る
契
約
か
ら
の
離
脱
（A

b
g
eh
en

）
の
機
能
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
と

15
）

す
る
。

普
通
法
に
お
い
て
は
、
不
履
行
に
基
づ
く
解
除
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
債
務
者
の
給
付
が
遅
滞
の
た
め
に
債
権
者
に
と
っ
て
無
益
と

な
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
に
債
務
者
に
よ
る
給
付
の
受
領
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

16
）

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
無
益

性
に
基
づ
く
給
付
の
受
領
拒
絶
は
、
商
取
引
の
領
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
不
都
合
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
売
主
が
買

主
に
よ
る
代
金
の
支
払
い
を
拒
絶
す
る
た
め
に
代
金
の
支
払
い
が
売
主
に
と
っ
て
無
益
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
売
主
が
金
銭

給
付
に
つ
い
て
利
益
を
失
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
、
売
主
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
代
金
の
支
払
請
求
し
か
で
き
な
い
こ
と
と
な

る
。し
か
し
な
が
ら
、買
主
が
支
払
不
能
で
あ
る
場
合
の
よ
う
に
、こ
れ
に
よ
っ
て
売
主
に
し
ば
し
ば
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で

17
）

あ
る
。

ま
た
、
物
の
給
付
に
お
い
て
も
、
無
益
性
の
立
証
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
と
と
も
に
、
無
益
性
の
立
証
に
お
い
て
営
業
秘
密
が
漏
え
い
す

る
お
そ
れ
が
あ

18
）

っ
た
。
さ
ら
に
、
商
取
引
に
お
い
て
は
、
迅
速
な
取
引
と
い
う
そ
の
性
質
か
ら
、
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
た
は
期
間
内
に
履

行
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
遅
滞
後
の
給
付
は
債
権
者
に
と
っ
て
無
益
な
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た

の
で

19
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
普
通
法
に
お
け
る
無
益
性
に
基
づ
く
給
付
の
受
領
拒
絶
の
不
都
合
を
考
慮
し
て
、
一
八
六
一
年
に
制
定
さ
れ
た
ド
イ
ツ
普

通
商
法
典
は
、
商
事
売
買
に
お
け
る
遅
滞
の
事
案
に
関
し
て
、
催
告
と
そ
こ
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
契
約
か
ら
離
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脱
す
る
（a

b
g
eh
en

）
権
利
を
認
め
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
四
条
な
い
し
三
五
六
条
）。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、
離
脱
と

損
害
賠
償
と
を
相
互
に
排
他
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
、離
脱
を
履
行
お
よ
び
損
害
賠
償
と
並
ぶ
一
つ
の
法
的
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、
離
脱
を
、
契
約
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
た
め
、
契
約
の
存
続
を
前
提
と
す

る
損
害
賠
償
と
は
矛
盾
す
る
と
考
え
た
の
で

20
）

あ
る
。

㈡

債
務
者
の
遅
滞
と
契
約
か
ら
の
離
脱

契
約
か
ら
の
離
脱
に
関
し
て
、
ま
ず
契
約
の
履
行
に
つ
き
確
定
期
日
ま
た
は
確
定
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
が
区
別
さ
れ
る
。

そ
の
う
え
で
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、
契
約
の
履
行
に
つ
き
確
定
期
日
ま
た
は
確
定
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
関
し

て
、
買
主
が
売
買
代
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
遅
滞
に
あ
る
場
合
と
売
主
が
物
の
引
渡
し
に
つ
い
て
遅
滞
に
あ
る
場
合
と
を
区
別
し
て
規
定

し
て
い
た
。

買
主
が
売
買
代
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
遅
滞
に
あ
る
場
合
に
は
、
｜

さ
ら
に
商
品
が
ま
だ
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
要
件
の
も

と
で
｜

売
主
に
は
三
つ
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
た（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五

21
）

四
条
）。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
遅
延
損
害
の
賠
償
と
と
も

に
契
約
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
履
行
に
代
え
て
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
四
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
買
主
の
計
算
で
商
品
を
売

22
）

却
し
、
か
つ
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
あ
た
か
も
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
契
約
か
ら
離
脱
す
る
こ
と

が
売
主
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
売
主
が
履
行
に
代
え
て
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
四
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
商
品
を
売
却
し
て
損
害
賠

償
を
請
求
す
る
場
合
あ
る
い
は
契
約
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
売
主
は
、
こ
れ
を
買
主
に
通
知
し
、
取
引
の
性
質
が
許
す
場

合
に
は
、
追
完
の
た
め
に
諸
般
の
事
情
に
相
応
し
い
期
間
を
買
主
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五

23
）

六
条
）。

同
様
に
、
売
主
が
商
品
の
引
渡
し
に
つ
き
遅
滞
に
あ
る
場
合
に
も
、
買
主
に
三
つ
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
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24
）

五
条
）。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
遅
延
損
害
の
賠
償
と
と
も
に
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
履
行
に
代
え
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
あ
た
か
も
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
契
約
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
買
主
に
認
め
ら
れ

た
。
こ
の
う
ち
、
買
主
が
履
行
に
代
え
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
あ
る
い
は
契
約
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
売
主
の
場
合
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
買
主
は
、
こ
れ
を
売
主
に
通
知
し
、
取
引
の
性
質
が
許
す
場
合
に
は
、
追
完
の
た
め
に
諸

般
の
事
情
に
相
応
し
い
期
間
を
買
主
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
六
条
）。

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、
売
主
で
あ
れ
、
買
主
で
あ
れ
、
債
権
者
が
契
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
も
は
や
給
付
の
無
益
性
を
要
求
せ

ず
、
債
務
者
の
遅
滞
そ
の
も
の
が
債
権
者
を
契
約
か
ら
解
放
す
る
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
、
離
脱
の
権
利
の
濫
用
を
避
け
る
た
め
に
、
ド

イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、
債
権
者
が
債
務
者
に
契
約
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
通
知
し
、
取
引
の
性
質
が
許
す
場
合
に
は
、
追
完
の
た
め
に
諸

般
の
事
情
に
相
応
し
い
期
間
を
債
務
者
に
与
え
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
対
し
て
、
契
約
の
履
行
に
つ
き
確
定
期
日
ま
た
は
確
定
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
六
条
の

通
知
や
期
間
設
定
を
す
る
こ
と
な
く
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
四
条
ま
た
は
三
五
五
条
に
定
め
ら
れ
た
履
行
請
求
権
以
外
の
権
利
を
行
使

す
る
こ
と
が
売
主
ま
た
は
買
主
に
認
め
ら
れ
た（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
七
条

25
）

一
項
）。
契
約
の
履
行
に
つ
き
確
定
期
日
ま
た
は
確
定
期
間

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
売
主
ま
た
は
買
主
が
履
行
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
相
手
方
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
と
き
は
、
売
主
ま
た
は
買
主
は
履
行
を
請
求
す
る
権
利
を
失
っ
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
七
条

一
項
）。

㈢

離
脱
と
給
付
の
受
戻
し

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
い
て
、
離
脱
は
、
契
約
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
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な
が
ら
、
離
脱
の
効
果
は
、
債
権
者
を
契
約
か
ら
解
放
し
、
債
権
者
に
給
付
の
受
領
拒
絶
を
認
め
る
こ
と
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。ド

イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、
買
主
が
売
買
代
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
遅
滞
に
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
売
主
が
商
品
の
引
渡
し
に
つ
い
て
遅

滞
に
あ
る
こ
と
を
離
脱
の
要
件
と
し
た（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
四
条
、
三
五
五
条
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
契
約
か
ら
の
離
脱
は
、
買
主
で

あ
れ
、
売
主
で
あ
れ
、
債
務
者
が
い
ま
だ
給
付
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。

ア

一
部
給
付

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
い
て
、
売
主
あ
る
い
は
買
主
が
何
ら
か
の
給
付
を
行
っ
た
場
合
に
契
約
か
ら
の
離
脱
が
ま
っ
た

く
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
部
給
付
の
事
案
に
お
い
て
も
契
約
か
ら
の
離
脱
が
認
め
ら
れ
た
（
ド
イ

ツ
普
通
商
法
三
五

26
）

九
条
）。
し
か
し
な
が
ら
、
一
部
給
付
の
事
案
に
お
け
る
離
脱
は
、
給
付
が
両
当
事
者
に
と
っ
て
可
分
で
あ
る
限
り
で
、

未
履
行
の
契
約
部
分
に
関
し
て
だ
け
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
者
が
契
約
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
一
部
給
付

を
債
務
者
に
受
戻
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

イ

瑕
疵
あ
る
商
品
の
給
付

給
付
さ
れ
た
商
品
が
契
約
ま
た
は
法
律
に
従
っ
た
性
質
を
有
さ
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
給
付
さ
れ
た
商
品
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
つ

い
て
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、
隔
地
者
間
の
取
引
を
別
と
す
れ
ば
、
買
主
の
権
利
に
つ
い
て
特
別
な
規
定
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
、
こ
の
問
題
は
普
通
法
に
従
っ
て
判
断
さ

27
）

れ
た
。

特
定
物
売
買
に
お
い
て
、
売
主
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
た
商
品
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
按
察
官
法
上
の
救
済
手
段
、
す
な
わ
ち
、
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代
金
減
額
訴
権
（a

ctio
 
q
u
a
n
ti m

in
o
ris

）
お
よ
び
解
除
訴
権
（a

ctio
 
red

h
ib
ito
ria

）
が
買
主
に
与
え
ら

28
）

れ
た
。
買
主
は
、
解
除
訴

権
（a

ctio red
h
ib
ito
ria

）
に
よ
っ
て
瑕
疵
あ
る
商
品
を
受
戻
し
て
売
買
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

29
）

き
た
。

他
方
、
種
類
物
売
買
に
お
い
て
、
売
主
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
た
商
品
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
買
主
の
意
思
に
従
っ
て
売
買
契
約

の
履
行
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
買
主
が
瑕
疵
あ
る
商
品
の
給
付
を
履
行
と
し
て
承
認
す
る
な
ら
ば
、
買
主
は
、
合
意

さ
れ
た
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

30
）

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
買
主
が
瑕
疵
あ
る
商
品
の
給
付
を
履
行
と
し
て
承
認
し
な
い
な
ら
ば
、

買
主
は
商
品
を
受
領
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
売
主
は
、
商
品
の
引
渡
し
に
つ
き
遅
滞
に
あ
る
の
と
同
様
に
扱
わ

31
）

れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
場
合
に
、
買
主
は
、
履
行
に
代
え
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
あ
る
い
は
契
約
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た

（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
五
条
）。
も
ち
ろ
ん
、
買
主
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
定
期
行
為
の
場
合
を
別
と
す
れ
ば
、
売

主
に
こ
れ
を
通
知
し
、
取
引
の
性
質
が
そ
れ
を
許
す
限
り
、
追
完
の
た
め
に
諸
般
の
事
情
に
相
応
し
い
期
間
を
売
主
に
付
与
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
六
条
）。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、
隔
地
者
間
取
引
、
と
り
わ
け
商
品
の
送
付
が
予
定
さ
れ
て
い
る
取
引
に
関
す
る
規
定
を
有
し
て
い

た
。
送
付
さ
れ
た
商
品
に
関
し
て
、
買
主
は
、
商
品
が
引
き
渡
さ
れ
た
後
遅
滞
な
く
そ
れ
を
検
査
し
、
そ
れ
が
契
約
ま
た
は
法
律
に
従
っ

て
い
な
い
場
合
に
は
、
売
主
に
そ
れ
を
た
だ
ち
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
四
七
条

32
）

一
項
）。
買
主
が
こ
れ

を
怠
っ
た
と
き
は
、
た
だ
ち
に
検
査
を
し
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
瑕
疵
で
な
い
限
り
、
買
主
は
商
品
を
承
認
し
た
も
の（g

en
eh
-

m
ig
t

）
と
み
な
さ
れ
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
四
七
条

33
）

二
項
）。
そ
の
結
果
、
買
主
は
、
商
品
を
黙
示
に
契
約
に
従
っ
た
も
の
と
し
て
承
認

し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
瑕
疵
あ
る
給
付
に
対
す
る
一
切
の
権
利
を
失

34
）

っ
た
。
瑕
疵
が
後
に
判
明
し
た
場
合
に
は
、
買
主
は
、
瑕
疵
を

発
見
し
た
後
遅
滞
な
く
売
主
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
も
、
買
主
は
商
品
を
承
認
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
四
七
条
三
項
）。
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以
上
の
よ
う
に
、買
主
が
契
約
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
瑕
疵
あ
る
商
品
を
売
主
に
受
戻
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

35
）

あ
る
。

結
局
、
一
部
給
付
の
場
合
で
あ
れ
、
瑕
疵
あ
る
商
品
の
給
付
の
場
合
で
あ
れ
、
債
務
者
が
債
権
者
に
何
ら
か
の
給
付
を
行
っ
た
場
合
に
、

債
権
者
が
離
脱
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
給
付
を
債
務
者
に
受
戻
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
契
約
か

ら
の
離
脱
は
、
債
務
者
が
ま
だ
履
行
し
て
い
な
い
債
務
に
つ
い
て
だ
け
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

㈣

離
脱
に
基
づ
く
給
付
の
返
還
請
求

そ
れ
で
は
、
債
権
者
が
契
約
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
先
給
付
し
た
物
の
返
還
を
債
務
者
に
請
求
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。ま

ず
、
売
主
が
物
を
先
給
付
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
主
が
代
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、

売
主
が
契
約
か
ら
離
脱
す
る
た
め
に
「
商
品
が
ま
だ
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
要
件
と
し
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
四
条
）。
そ

の
た
め
、
売
主
が
商
品
を
先
給
付
し
た
場
合
に
は
、
売
主
は
そ
も
そ
も
契
約
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
買
主
が
代
金
を
支
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
売
主
が
商
品
を
引
き
渡
さ
な
い
場
合
に
は
、
法
律
上
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
離
脱
に
基
づ
い
て
支
払
っ
た
売
買
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
権
利
が
買
主
に
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て

36
）

い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
の
も
と
で
は
、
さ
し
あ
た
り
契
約
か
ら
の
離
脱
に
基
づ
い
て
先
給
付
し
た
物
の
返
還
請
求
が
認
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
の
も
と
で
離
脱
に
基
づ
く
給
付
の
返
還
請
求
が
積
極
的
に
認
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
売
主
が
先
給
付
し
た
場
合
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ

も
離
脱
自
体
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
場
合
に
は
そ
も
そ
も
離
脱
自
体
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
し

あ
た
り
離
脱
に
基
づ
く
給
付
の
返
還
請
求
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
起
草
過
程
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
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ツ
普
通
商
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、
売
主
が
先
給
付
し
た
場
合
に
そ
も
そ
も
契
約
か
ら
の
離
脱
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
脱
に
基

づ
く
清
算
か
ら
生
ず
る
困
難
な
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で

37
）

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
売
主
が
先
給
付
し
た
場
合
に
契
約
か
ら
の
離

脱
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
自
体
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
が
離
脱
に
基
づ
く
売
主
の
先
給
付
の
返
還
請
求
に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
を
と
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
買
主
が
先
に
売
買
代
金
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
か
ら
の
離
脱
に
基
づ
い
て
売
買
代
金
の
返
還
請
求
が
認
め
ら
れ
る
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
買
主
が
契
約
か
ら
離
脱
す
る
た
め
に
は
、
売
主
の
遅
滞
を
要
件
と
し
た
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
五
条
）。

し
か
も
、
買
主
が
支
払
っ
た
売
買
代
金
が
、
買
主
が
蒙
っ
た
最
低
限
の
損
害
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
よ

38
）

っ
て
、
支
払
っ
た
売
買
代
金

を
返
還
請
求
す
る
買
主
の
権
利
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
五
条
に
お
け
る
「
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
」
の
権
利

に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

39
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
さ
し
あ
た
り
契
約
か
ら
の
離
脱
に
基
づ
い
て
先
給
付
の
返
還
請
求
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は

理
論
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
い
て
、
な
さ
れ
た
給
付
の
清
算
の
問
題
が
熟
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で

40
）

あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
い
て
、
離
脱
は
、
契
約
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
か
ら
の
離
脱
の
効
果
は
、
実
質
的
に
は
債
権
者
を
債
務
者
の
給
付
を
待
つ
こ
と
か
ら
解
放
し
、

そ
の
結
果
、
債
権
者
に
給
付
の
受
領
拒
絶
を
認
め
る
こ
と
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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三

改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
催
告
解
除

㈠

催
告
解
除
の
成
立

改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
解
除
を
損
害
賠
償
と
は
独
立
し
た
制
度
と
し
て
規
定
す
る
と
と

41
）

も
に
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
四
条
な
い

し
三
五
六
条
に
依
拠
し
て
、
催
告
と
そ
こ
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
契
約
を
解
除
し
う
る
こ
と
を
認
め
た
（
ド
イ
ツ

民
法
旧
三
二

42
）

六
条
）。
第
二
委
員
会
は
、
解
除
の
た
め
に
利
益
消
滅
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
る
不
都
合
を
危
惧
し
た
の
で

43
）

あ
る
。
ま
た
、
利

益
消
滅
を
解
除
の
要
件
か
ら
は
ず
す
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
発
展
の
帰
結
で

44
）

あ
り
、
そ
れ
が
適
切
な
時
期
に
お
け
る
履
行
と
い
う
改
正

前
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
当
時
の
取
引
の
要
請
で
あ
る
と
考
え
た
の
で

45
）

あ
る
。

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
け
る
離
脱
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
は
、
離
脱
を
商
事
売
買
に
関
し
て
だ
け
認
め
て
い
た

が
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
催
告
解
除
を
双
務
契
約
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
定

46
）

し
た
。

ま
た
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
い
て
未
解
決
の
ま
ま
に
さ
れ
た
、
な
さ
れ
た
給
付
の
清
算
の
問
題
に
関

し
て
、
解
除
に
よ
る
各
当
事
者
の
給
付
の
返
還
義
務
を
認
め
た（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四

47
）

六
条
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
効
果
は
、
約
定
解
除
に

つ
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
六
条
）、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
七
条

48
）

一
文
が
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
に
基

づ
く
解
除
に
も
こ
の
効
果
を
準
用
し
た
た
め
、
催
告
解
除
に
も
給
付
の
清
算
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
い
て
、
催
告
解
除
は
、
わ
が
民
法
典
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
双
務
契
約
一
般
に
通
ず
る

解
除
手
段
と
な
る
と
と
も
に
、
催
告
解
除
に
は
、
そ
の
他
の
解
除
権
の
発
生
原
因
に
基
づ
く
解
除
と
同
じ
く
、
解
除
の
効
果
が
一
般
的
に

認
め
ら
れ
た
の
で

49
）

あ
る
。
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㈡

履
行
請
求
権
か
ら
の
解
放

契
約
当
事
者
が
な
さ
れ
た
給
付
を
受
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
給
付
義
務
が
も
は
や
存
在
し
な
い
場
合
だ
け
で

50
）

あ
る
。
そ
の
限
り
で
、

給
付
義
務
が
給
付
障
害
に
よ
っ
て
法
律
上
当
然
に
（ip

so iu
re

）
消
滅
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
給
付
義
務
が
消
滅
す
る
た
め
に
、
も
は

や
契
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
と
い
う
債
権
者
の
意
思
表
示
を
必
要
と
す
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
九
条
に
よ

51
）

れ
ば
、
給
付
義
務
は
、
解
除
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
消
滅
す
る（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
七
条
、

旧
三
四
九
条
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
能
の
事
案
に
お
い
て
は
、
給
付
の
不
能
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
は
消
滅
す

る
と
さ
れ
て
い
た
。
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
五
条
は
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
給
付
不
能
に
基
づ
く
解
除
を

規
定
し
て

52
）

い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
七
五
条
一
項
に
よ

53
）

れ
ば
、
給
付
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
不
能

と
な
っ
た
場
合
に
だ
け
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ

54
）

れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
給
付
不
能
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基

づ
く
場
合
に
は
、
債
務
者
の
給
付
義
務
は
存
続
し
、
債
権
者
は
、
解
除
の
意
思
表
示
を
し
て
は
じ
め
て
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
支
配
的
な
見
解
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
七
五
条
一
項
の
文
言
に
反
し
て
、
給
付
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に

よ
っ
て
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
し
て

55
）

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
給
付
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
不
能
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
づ
く
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
、
債
権
者
が
解
除
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と

な
し
に
、
給
付
の
不
能
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
は
消
滅
し
た
の
で
あ
り
、
債
権
者
は
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
遅
滞
の
事
案
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
履
行
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に
よ
っ

て
履
行
請
求
権
は
排
除
さ

56
）

れ
る
。
そ
の
た
め
、
遅
滞
の
事
案
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
七
条
お
よ
び
旧
三
四
九
条
の
規
定
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
債
権
者
が
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
解
除
の
意
思
表
示
を
す
る
必
要
は
な
く
、
催
告
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た

期
間
の
徒
過
の
み
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
は
消
滅
し
た
の
で
あ
り
、
債
権
者
は
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
不
能
の
事
案
に
お
い
て
も
、
遅
滞
の
事
案
に
お
い
て
も
、
給
付
の
不
能
ま
た
は
履
行
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
そ
れ

自
体
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
は
消
滅
し
た
の
で
あ
り
、
債
権
者
は
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ド
イ

ツ
民
法
旧
三
二
七
条
お
よ
び
旧
三
四
九
条
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
の
給
付
義
務
を
消
滅
さ
せ
、
あ
る
い
は
債
権
者
が
履
行
請

求
権
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
債
権
者
に
よ
る
解
除
の
意
思
表
示
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
旧
法
下
に
お
い
て
、
債
務
者
の
給
付
義
務
の
消
滅
に
と
っ
て
解
除
の
意
思
表
示
が
ま
っ
た
く
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
契
約
を
解
除
す
る
た
め
に
債
権
者
に
よ
る
期
間
設
定
が
不
要
と
さ
れ
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
債
務
者
が
履
行
を
最
終
的
か
つ

真
摯
に
拒
絶
す
る

57
）

場
合
あ
る
い
は
債
権
者
が
遅
滞
に
基
づ
い
て
契
約
の
履
行
に
つ
い
て
何
ら
利
益
を
有
さ
な
く
な
っ
た
場
合
（
ド
イ
ツ
民

法
旧
三
二
六
条
二
項
）に
は
、
債
権
者
が
債
務
者
の
給
付
を
明
示
的
に
拒
絶
し
て
は
じ
め
て
債
務
者
の
給
付
義
務
は
消
滅
し
た
の
で

58
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
旧
法
の
も
と
で
は
、
と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
の
問
題
で
あ
る
通
常
の
遅
滞
の
事
案
、
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六

条
一
項
の
適
用
が
問
題
と
な
る
事
案
に
お
い
て
は
、
履
行
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務

は
消
滅
し
、
債
権
者
は
、
債
務
者
の
給
付
を
待
つ
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
債
権
者
が
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め

に
解
除
の
意
思
表
示
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
い
て
、
離
脱
（A

b
g
eh
en

）
は
、
債
権
者
を
履
行
請
求
権
か

ら
解
放
す
る
効
果
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
離
脱
の
最
も
重
要
な
機
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
旧
民
法
典
に
お

い
て
、
催
告
解
除
は
、
も
は
や
債
権
者
を
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
す
る
効
果
を
有
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
債
権
者
は
、
履
行
の
た
め
に

設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で

59
）

あ
る
。
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注１
）

倉
田
卓
次
監
修
『
要
件
事
実
の
証
明
責
任

契
約
法
上
巻
』（
西
神
田
編
集
室
、
一
九
九
三
年
）
一
九
三
頁
（
三
村
量
一
担
当
）。

（
２
）

大
判
大
正
一
四
年
二
月
一
九
日
民
集
四
巻
六
四
頁
、
最
判
昭
和
三
〇
年
三
月
二
二
日
民
集
九
巻
三
号
三
二
一
頁
な
ど
。
山
中
康
雄
『
総
合
判
例
研
究
叢
書

民
法
⑽
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
）
四
一
、
四
七
｜
八
頁
、
谷
口
知
平＝

五
十
嵐
清
編
集
『
新
版
注
釈
民
法

債
権
⑷
〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六

年
）
八
一
八
頁
（
山
下
末
人
執
筆
）
な
ど
。

（
３
）

大
判
大
正
七
年
二
月
一
七
日
新
聞
一
三
八
八
号
二
九
頁
、
最
判
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
一
日
民
集
一
五
巻
一
〇
号
二
五
〇
七
頁
な
ど
。
谷
口＝

五
十
嵐
編
・

前
掲
書
注
（
２
）
八
一
九
頁
（
山
下
執
筆
）、
鎌
田
薫
ほ
か
『
民
事
法

｜

債
権
各
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）
七
八
｜
九
頁
（
曽
野
裕
夫
執
筆
）

な
ど
。

（
４
）

最
判
昭
和
三
九
年
七
月
二
八
日
民
集
一
八
巻
六
号
一
二
二
〇
頁
、
同
昭
和
四
一
年
四
月
二
一
日
民
集
二
〇
巻
四
号
七
二
〇
頁
な
ど
。

（
５
）

我
妻
栄
『
債
権
各
論
上
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
一
三
〇
頁
、
山
中
・
前
掲
書
注
（
２
）
一
三
九
｜
四
〇
頁
、
谷
口＝

五
十
嵐
編
・
前
掲
書
注
（
２
）

八
七
三
頁
（
山
下
執
筆
）
な
ど
。

（
６
）

以
下
の
改
正
提
案
に
つ
い
て
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
四
四

｜
五
頁
を
参
照
。
な
お
、
そ
の
他
の
民
法
改
正
に
関
す
る
提
案
を
含
め
、
民
法
改
正
提
案
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
後
に
改
め
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
７
）

そ
れ
に
つ
い
て
、
拙
著
「
不
履
行
と
解
除
（
三
・
完
）」『
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
』
四
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
八
二
｜
三
頁
を
参
照
。

（
８
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
前
掲
書
注
（
６
）
一
四
六
頁
。

（
９
）
「
現
在
の
判
例
法
は
、
債
権
者
が
些
末
な
附
随
義
務
の
不
履
行
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
つ
い
て
催
告
し
て
も
、
債
務
者
が
そ
れ
に
応
じ
な
い
だ
け
で
は
、
当

然
に
は
解
除
権
が
発
生
し
な
い
と
す
る
（
大
判
昭
和
一
三
年
九
月
三
〇
日
民
集
一
七
巻
一
七
七
五
頁
、
最
判
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
一
日
民
集
一
五
巻
一
〇

号
二
五
〇
七
頁
）。」（
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
前
掲
書
注
（
６
）
一
四
六
頁
）。

（
10
）

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
前
掲
書
注
（
６
）
一
四
五
｜
六
頁
。

（
11
）

そ
れ
に
つ
い
て
、
前
注
（
９
）
を
参
照
。

（
12
）

そ
れ
に
つ
い
て
、
北
川
善
太
郎
『
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
五
年
）
八
九
｜
九
〇
頁
を
参
照
。
な
お
、
わ
が
民
法
五
四
一
条
の

起
草
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
）
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
草
案
二
七
七
条
で
あ
る
。
こ
の
第

二
草
案
二
七
七
条
は
、
若
干
の
文
言
の
変
更
を
受
け
た
も
の
の
、
内
容
の
変
更
を
受
け
ず
に
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
と
な
っ
た
。

参
照
）
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第
二
草
案
第
二
七
七
条
「
双
務
契
約
に
お
い
て
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
負
担
す
る
給
付
に
つ
き
遅
滞
に
あ
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
給
付
の
実
行
に
つ
き

相
当
の
期
間
を
定
め
、
こ
の
期
間
経
過
後
は
給
付
の
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
給
付
が
そ
の
期
間
内
に
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
相

手
方
は
、
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は
契
約
を
解
除
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
履
行
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
給

付
が
期
間
の
経
過
ま
で
に
一
部
し
か
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
第
二
七
六
条
第
一
項
第
二
文
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

契
約
の
履
行
が
遅
滞
に
基
づ
い
て
相
手
方
に
と
っ
て
何
ら
利
益
を
有
さ
な
い
と
き
は
、
相
手
方
は
、
期
間
を
定
め
る
こ
と
を
要
せ
ず
に
前
項
に
定
め
ら
れ

た
権
利
を
有
す
る
。」

（
13
）

た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
旧
民
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
遅
滞
に
基
づ
く
解
除
の
準
則
は
、
主
と
し
て
売

買
お
よ
び
交
換
に
関
し
て
だ
け
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
（M
u
g
d
a
n
,
D
ie g

esa
m
m
ten M

a
teria

lien zu
m
 
B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch fu

r d
a
s

 
D
eu
tsch

e R
eich

,
B
d
.
2,
(B
erlin

,
1899),

S
.
641.

）。

（
14
）

Ja
k
o
b
s,
G
esetzg

eb
u
n
g im

 
L
eistu

n
g
ssto

ru
n
g
srech

t,
Z
u
r O

rd
n
u
n
g d

es R
ech

ts d
er L

eistu
n
g
ssto

ru
n
g
en im

 
B
u
rg
erlich

en G
esetz-

b
u
ch
 
u
n
d
 
n
a
ch
 
E
in
h
eitlich

em
 
K
a
u
frech

t
(

「G
esetzg

eb
u
n
g

」),
(P
a
d
erb

o
rn
,
M
u
n
ch
en
,
W
ien
,
Z
u
rich

,
1985),

S
.
57f.;

K
a
iser,

D
ie

 
R
u
ck
a
b
w
ick

lu
n
g g

eg
en
seitig

er V
ertra

g
e w

eg
en
 
N
ich
t-
u
n
d
 
S
ch
lech

terfu
llu
n
g
 
n
a
ch
 
B
G
B
,
(T
u
b
in
g
en
,
2000),

S
.
9;
M
o
n
t,
D
ie

 
K
o
m
b
in
a
tio
n v

o
n R

u
ck
tritt u

n
d S

ch
a
d
en
sersa

tz im
 
n
eu
en S

ch
u
ld
rech

t,
(P
eter L

a
n
g
,
2007),

S
.
20.

Ja
k
o
b
s

は
、
ド
イ
ツ
旧
民
法
典
に

お
け
る
損
害
賠
償
と
解
除
と
の
重
畳
適
用
の
禁
止
と
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
金
銭
給
付
の
債
務
者
（
た
と
え
ば
、
買
主
）
は
、

損
害
賠
償
に
よ
っ
て
｜

さ
ら
に
支
払
っ
た
金
額
が
賠
償
さ
れ
る
べ
き
最
低
限
の
損
害
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
｜

実
質
的
に
は
契
約
を
解
除
し
た
の
と

同
様
の
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
（Ja

k
o
b
s,
G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
58.

）。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
に
は
解
除
は
機
能
し
な
い
。
ま
た
、
賃
貸
人
が
履
行

し
た
が
、
賃
借
人
が
賃
料
の
支
払
い
に
つ
き
遅
滞
に
あ
る
と
き
は
、
そ
も
そ
も
解
除
で
は
な
く
、
解
約
告
知
（K

u
n
d
ig
u
n
g

）
が
問
題
と
な
る
（Ja

k
o
b
s,

G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
61.

）。
こ
の
こ
と
は
、
役
務
提
供
契
約
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
請
負
人
が
給
付
を
し
た
が
、
注
文
者
が
報
酬
の
支
払
い

に
つ
き
遅
滞
に
あ
る
と
き
は
、
た
し
か
に
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
理
論
的
に
だ
け
で
あ
る
。
請
負
人
が
解
除

し
た
場
合
、
注
文
者
は
、
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
金
銭（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
六
条
二
文
）、
す
な
わ
ち
、
合
意
さ
れ
た
仕
事
の
報
酬
の
支
払
い
に
つ
い

て
義
務
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
も
解
除
は
機
能
し
な
い
（Ja

k
o
b
s,
G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
61.

）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

解
除
は
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
る
給
付
遅
延
の
事
案
お
よ
び
売
買
契
約
あ
る
い
は
交
換
に
お
い
て
売
主
あ
る
い
は
当
事
者
の
一
方

が
先
給
付
し
た
場
合
に
だ
け
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
（Ja

k
o
b
s,
G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
61,

66f.

）。

（
15
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
け
る
契
約
か
ら
の
離
脱
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
に
お
け
る
催
告
解
除
の
起
源
と
さ
れ
て
い
る
（S

ch
ern

er,
R
u
ck
tritt-
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srech
t w

eg
en N

ich
terfu

llu
n
g
,
U
n
tersu

ch
u
n
g
en zu

r d
eu
tsch

en P
riv
a
trech

tsleh
re d

er N
eu
zeit,(W

iesb
a
d
en
,1965),S

.217;L
eser,D

er
 

R
u
ck
tritt v

o
m
 
V
ertra

g
,
A
b
w
ick

lu
n
g
sv
erh

a
ltn
is u

n
d
 
G
esta

ltu
n
g
sb
efu

g
n
isse b

ei L
eistu

n
g
ssto

ru
n
g
en
,
(T
u
b
in
g
en
,
1975),

S
.
14;

B
ein
ert,

W
esen

tlich
e V

ertra
g
sv
erletzu

n
g u

n
d R

u
ck
tritt,

(B
ielefeld

,
1979),

S
.
179.

）。

（
16
）

そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、S

ch
ern

er,
a
.
a
.
O
.,
S
.
140ff.;

L
eser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
5f.;

Ja
k
o
b
s,
“N
ich
terfu

llu
n
g
 
u
n
d
 
R
u
ck
tritt”,

in
:

In
tern

a
tio
n
a
les R

ech
t u
n
d W

irtsch
a
ftso

rd
n
u
n
g
,
F
estsch

rift fu
r F

.
A
.
M
a
n
n zu

m
 
70.

G
eb
u
rtsta

g a
m
 
11.

A
u
g
u
st 1977

(

「N
ich
terfu

l-

lu
n
g

」),
(M
u
n
ch
en
,
1977),

S
.
50ff.;

d
ers,

G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
57f.

お
よ
び
杉
本
好
央
「
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
法
定
解
除
制
度
に
関
す
る
一
考
察

（
二
）
｜

解
除
制
度
の
基
礎
的
研
究
（
そ
の
一
）
｜

」『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
四
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
六
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
17
）

B
ein
ert,

a
.
a
.
O
.,
S
.
179.

た
と
え
ば
、
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
判
決
と
し
て
、
ツ
ェ
レ
控
訴
審
裁
判
所
の
一
八
七
九
年
七
月
一
日
判
決
（S

eu
ffA

35,

N
r.
14

）
が
あ
る
。
不
動
産
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
売
主
が
先
に
不
動
産
を
引
き
渡
し
た
が
、
買
主
が
契
約
ど
お
り
に
代
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
。
買
主

は
ま
っ
た
く
財
産
を
有
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ツ
ェ
レ
控
訴
審
裁
判
所
は
、
売
買
代
金
の
支
払
い
が
売
主
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
価
値
が
な

い
か
、あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
契
約
締
結
に
お
い
て
目
的
と
さ
れ
て
い
た
価
値
が
も
は
や
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
て
、

売
主
に
よ
る
売
買
契
約
の
破
棄
を
認
め
な
か
っ
た
。

（
18
）

B
ein
ert,

a
.
a
.
O
.,
S
.
179.

（
19
）

S
ch
ern

er,
a
.
a
.
O
.,
S
.
159ff.;

L
eser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
15.

お
よ
び
杉
本
・
前
掲
論
文
注
（
16
）
一
九
三
｜
五
頁
。

（
20
）

S
ch
u
b
ert,

P
ro
to
k
o
lle d

er C
o
m
m
issio

n zu
r B

era
th
u
n
g ein

es a
llg
em
ein
en d

eu
tsch

en H
a
n
d
elsg

esetz-B
u
ch
es
(

「P
ro
to
k
o
lle zu

m
 

A
D
H
G
B

」),B
d
.
3,
(F
ra
n
k
fu
rt /M

a
in
,
1984),

S
.
1409f.

ま
た
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、「
あ
た
か
も
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
か

の
よ
う
に
契
約
か
ら
離
脱
す
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
四
条
、
三
五
五
条
）、
離
脱
に
よ
っ
て
契
約
は
消
滅
す
る

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
、
契
約
の
存
続
を
前
提
と
す
る
損
害
賠
償
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
（S

ch
u
b
ert,

P
ro
to
k
o
lle zu

m
 
A
D
H
G
B
,

B
d
.
9,S

.4595f.

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
起
草
者
た
ち
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、
実
質
的
に
離
脱
を

損
害
賠
償
か
ら
独
立
し
た
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
（B

ein
ert,

a
.
a
.O
.,S
.180f.

お
よ
び
拙
著
「
不
履
行
と
解
除
（
二
）」『
北

海
学
園
大
学
法
学
研
究
』
四
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
三
頁
）。

（
21
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
第
三
五
四
条
「
買
主
が
売
買
代
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
遅
滞
に
あ
り
、
か
つ
、
商
品
が
ま
だ
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
売
主

は
、
契
約
の
履
行
お
よ
び
遅
延
し
た
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は
履
行
に
代
え
て
第
三
四
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
買
主
の
計
算
で
商
品
を
売

却
し
、
か
つ
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は
あ
た
か
も
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
契
約
か
ら
離
脱
す
る
（a

b
g
eh
en

）
こ
と
が
で
き
る
。」
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（
22
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
第
三
四
三
条
「
買
主
が
商
品
の
受
領
（E

m
p
fa
n
g
n
a
h
m
e

）
に
つ
き
遅
滞
に
な
い
と
き
は
、
売
主
は
、
通
常
の
商
人
の
注
意
を
も
っ

て
商
品
を
保
管
す
る
義
務
を
負
う
。

買
主
が
商
品
の
受
領
（E

m
p
fa
n
g
n
a
h
m
e

）
に
つ
き
遅
滞
に
あ
る
と
き
は
、
買
主
の
危
険
お
よ
び
費
用
で
商
品
を
公
の
倉
庫
又
は
第
三
者
の
も
と
で
保
管

す
る
（n

ied
erleg

en

）
こ
と
が
で
き
る
。
売
主
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
（A

n
d
ro
h
u
n
g

）
を
し
た
後
、
商
品
を
公
売
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
商
品
が
取
引
所

価
格
又
は
市
場
価
格
を
有
す
る
と
き
は
、
買
主
は
、
公
売
で
な
く
と
も
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
（A

n
d
ro
h
u
n
g

）
を
し
た
後
、
商
事
仲
立
人
又
は
そ
の
よ
う
な

者
が
い
な
い
場
合
に
は
競
売
を
す
る
権
限
を
有
す
る
官
吏
に
よ
っ
て
時
価
で
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
商
品
が
腐
敗
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
遅
滞
の

危
険
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
（A

n
d
ro
h
u
n
g

）
を
す
る
必
要
は
な
い
。

売
主
は
、
通
知
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
売
却
の
実
行
に
つ
い
て
買
主
に
た
だ
ち
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
主
が
そ
れ
を
怠
っ
た
と
き
は
、
売
主

は
、
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
。」

（
23
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
第
三
五
六
条
「
契
約
当
事
者
の
一
方
が
前
二
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
履
行
に
代
え
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は

契
約
か
ら
離
脱
す
る
（a

b
g
eh
en

）
こ
と
を
欲
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
相
手
方
に
通
知
し
、
取
引
の
性
質
が
許
す
場
合
に
は
、
懈
怠
者
の
追
完
の
た
め
に
諸
般

の
事
情
に
相
応
し
い
期
間
を
相
手
方
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
24
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
第
三
五
五
条
「
売
主
が
商
品
の
引
渡
し
に
つ
い
て
遅
滞
に
あ
る
と
き
は
、
買
主
は
、
遅
延
し
た
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
と
も
に

履
行
を
請
求
し
、
又
は
履
行
に
代
え
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は
あ
た
か
も
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
契
約
か
ら
離
脱

す
る
（a

b
g
eh
en

）
こ
と
が
で
き
る
。」

（
25
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
第
三
五
七
条
第
一
項
「
商
品
が
精
確
に
一
定
の
時
期
又
は
期
間
内
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
三
五

六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
買
主
お
よ
び
売
主
は
、
第
三
五
四
条
又
は
第
三
五
五
条
に
従
っ
て
自
己
に
帰
属
す
る
権
利
を
そ
の
選
択
に
従
っ
て
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
履
行
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
そ
の
時
期
又
は
期
間
経
過
後
相
手
方
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

を
怠
る
と
き
は
、
爾
後
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

（
26
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
第
三
五
九
条「
第
三
五
四
条
、
第
三
五
五
条
お
よ
び
第
三
五
七
条
の
事
案
に
お
い
て
、
諸
般
の
事
情
か
ら
、
と
り
わ
け
契
約
の
性
質
、

契
約
当
事
者
の
意
図
又
は
給
付
目
的
物
の
性
質
か
ら
、
契
約
の
履
行
が
両
当
事
者
に
と
っ
て
可
分
で
あ
る
と
き
は
、
契
約
当
事
者
の
一
方
は
、
相
手
方
に
よ
っ

て
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
部
分
に
関
し
て
だ
け
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
27
）

E
n
d
em
a
n
n
,
H
a
n
d
b
u
ch d

es d
eu
tsch

en H
a
n
d
els-,

S
ee-

u
n
d W

ech
selrech

ts,
B
d
.
II,

(L
eip
zig
,
1882),

S
.
672,

735.

（
28
）

E
n
d
em
a
n
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
674.
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（
29
）

解
除
訴
権
（a

ctio red
h
ib
ito
ria

）
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、L

eser,
a
.
a
.
O
.,
S
.
41ff.

を
参
照
。

（
30
）

E
n
d
em
a
n
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
674.

（
31
）

E
n
d
em
a
n
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
674.

（
32
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
第
三
四
七
条
「
商
品
が
他
の
場
所
に
送
付
さ
れ
る
と
き
は
、
通
常
の
営
業
活
動
上
な
し
う
る
限
り
、
買
主
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
後
遅

滞
な
く
商
品
を
検
査
し
、
そ
れ
が
契
約
又
は
法
律
（
第
三
三
五
条
）
に
従
っ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
売
主
に
そ
れ
を
た
だ
ち
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

買
主
が
こ
れ
を
怠
る
と
き
は
、
通
常
の
営
業
活
動
に
よ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
検
査
を
し
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
瑕
疵
で
な
い
限
り
、
商
品
は
承
認

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
瑕
疵
が
後
に
判
明
し
た
と
き
は
、
瑕
疵
を
発
見
し
た
後
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
瑕

疵
に
関
し
て
も
、
商
品
は
承
認
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

前
項
の
規
定
は
、
送
付
さ
れ
た
商
品
の
瑕
疵
が
通
常
の
吟
味
又
は
通
常
の
検
査
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
吟
味
売
買
、
試
験

売
買
又
は
見
本
売
買
に
も
適
用
さ
れ
る
。」

（
33
）

適
切
な
通
知
の
懈
怠
は
、
単
に
商
品
の
承
認
を
推
定
す
る
の
で
は
な
く
、
擬
制
す
る
（P

u
ch
elt,

K
o
m
m
en
ta
r
 
zu
m
 
A
llg
em
ein
en
 
D
eu
tsch

en
 

H
a
n
d
elsg

esetzb
u
ch
,
B
d
.
II,

4.
A
u
fl.,

(L
eip
zig
,
1894),

347,
A
n
m
.
12 a

.

）。

（
34
）

P
u
ch
elt,

a
.
a
.
O
.,
347,

A
n
m
.
1 b

,
12 a

;
E
n
d
em
a
n
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
678.

（
35
）

種
類
物
売
買
に
お
い
て
瑕
疵
あ
る
商
品
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
買
主
が
そ
れ
を
履
行
と
し
て
承
認
し
な
い
な
ら
ば
、
買
主
は
商
品
の
受
領
を
拒
絶
す

る
こ
と
が
で
き
、
改
め
て
義
務
の
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
買
主
の
受
領
拒
絶
は
、
瑕
疵
あ
る
商
品
の
給
付
は
そ
も
そ
も
契

約
に
従
っ
た
履
行
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
離
脱
の
効
果
と
し
て
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

（
36
）

P
u
ch
elt,

a
.
a
.
O
.,

355,
A
n
m
.
9.

な
お
、
離
脱
に
基
づ
く
買
主
の
売
買
代
金
の
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
五
条
と
異

な
っ
て
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
の
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
明
文
上
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
第
二
草
案
第
三
三
三
条
「
売
主
が
商
品
の
引
渡
し
に
つ
き
遅
滞
に
あ
る
と
き
は
、
買
主
は
、
遅
れ
た
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
と

も
に
履
行
を
請
求
し
、
又
は
給
付
さ
れ
た
も
の
を
返
還
請
求
し
て
契
約
か
ら
離
脱
し
、
か
つ
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

ドイツ法における催告解除と契約の清算 ㈠
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も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
文
言
の
変
更
は
、
離
脱
に
基
づ
く
買
主
の
売
買
代
金
の
返
還
請
求
権
を
排
除
す
る
趣
旨
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

S
ch
u
b
ert,

P
ro
to
k
o
lle zu

m
 
A
D
H
G
B
,
B
d
.
9,
S
.
4594ff.;

Ja
k
o
b
s,
G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
58;

B
ein
ert,

a
.
a
.
O
.,
S
.
180.

を
参
照
。

（
37
）

そ
れ
に
つ
い
て
、S

ch
u
b
ert,

P
ro
to
k
o
lle zu

m
 
A
D
H
G
B
,
B
d
.
2,
S
.
625ff.

お
よ
び
杉
本
好
央
「
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
法
定
解
除
制
度
に
関
す

る
一
考
察
（
三
）
｜

解
除
制
度
の
基
礎
的
研
究
（
そ
の
一
）
｜

」『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
四
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
八
四
頁
を
参
照
。

（
38
）

そ
れ
に
つ
い
て
、Ja

k
o
b
s,
G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
58.

を
参
照
。

（
39
）

Ja
k
o
b
s,
G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
58;

B
ein
ert,

a
.
a
.
O
.,
S
.
180;

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
22f.

（
40
）

L
eser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
14,

287;
M
o
n
t,
a
.
a
.
O
.,
S
.
57.

（
41
）

第
一
委
員
会
は
、
解
除
を
損
害
賠
償
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
た
め
、
解
除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
排
除
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
（Ja

k
o
b
s /S

ch
u
b
ert,

D
ie B

era
tu
n
g d

es B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
s in sy

stem
a
tisch

er Z
u
sa
m
m
en
stel-

lu
n
g d

er u
n
v
ero

ffen
tlich

ten Q
u
ellen

,
R
ech

t d
er S

ch
u
ld
v
erh

a
ltn
isse I,

(B
erlin

,
1978),

S
.
273.

）。

（
42
）

M
u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
641.

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
三
二
六
条
「
双
務
契
約
に
お
い
て
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
負
担
す
る
給
付
に
つ
き
遅
滞
に
あ
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
給
付
の
実
行

に
つ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
、
こ
の
期
間
経
過
後
は
給
付
の
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
付
が
適
時
に
な

さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
相
手
方
は
、
期
間
経
過
後
、
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は

履
行
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
給
付
の
一
部
が
期
間
の
経
過
ま
で
に
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
第
三
二
五
条
第
一
項
第
二
文
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

契
約
の
履
行
が
遅
滞
に
基
づ
い
て
相
手
方
に
と
っ
て
何
ら
利
益
を
有
さ
な
い
と
き
は
、
相
手
方
は
、
期
間
を
定
め
る
こ
と
を
要
せ
ず
に
前
項
に
定
め
ら
れ

た
権
利
を
有
す
る
。」

（
43
）

M
u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
641.

（
44
）

M
u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
641.

（
45
）

M
u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
642.

（
46
）

し
か
し
な
が
ら
、
旧
法
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
適
用
は
、
双
務
契
約
一
般
に
認
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
旧
民
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
遅
滞
に
基
づ
く
解
除
の
準
則
は
、
主
と
し
て
売
買
お
よ
び
交
換

に
関
し
て
だ
け
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
し
（M

u
g
d
a
n
,
a
.
a
.O
.,S
.641.

）、
実
際
上
も
そ
の
有
効
性
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
そ

れ
に
つ
い
て
、
前
注
（
14
）
を
参
照
）。
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（
47
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
三
四
六
条
「
契
約
に
お
い
て
当
事
者
の
一
方
が
解
除
を
留
保
し
た
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
両
当
事
者
は
、
受

領
し
た
給
付
を
互
い
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。
給
付
さ
れ
た
労
務
お
よ
び
物
の
利
用
の
供
与
に
つ
い
て
は
、
そ
の
価
額
を
返
還
し
、
又
は
契
約
に
お
い
て

反
対
給
付
が
金
銭
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
48
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
三
二
七
条
「
約
定
解
除
権
に
関
す
る
第
三
四
六
条
な
い
し
第
三
五
六
条
の
規
定
は
、
第
三
二
五
条
、
第
三
二
六
条
に
定
め
ら
れ
た
解

除
権
に
準
用
さ
れ
る
。
解
除
が
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
不
当
利
得
の
返
還
に
関
す
る
規
定

に
従
っ
て
責
任
を
負
う
。」

（
49
）

な
お
、
解
除
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
言
え
ば
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、
解
除
の
独
自
性
を
肯
定
し
、
し
か
も
法
律
に
お
い
て
解
除
の

効
果
を
規
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
六
条
以
下
）、
解
除
の
法
的
性
質
に
関
し
て
如
何
な
る
理
論
を
と
る
か
と
い
う
問
題
を
立
法
で
は

解
決
せ
ず
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
判
例
お
よ
び
学
説
に
委
ね
た
の
で
あ
る
（M

u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
727.

）。
か
つ
て
の
支
配
的
な
見
解
は
、
解
除
に
よ
っ

て
、
ま
だ
履
行
さ
れ
て
い
な
い
給
付
義
務
だ
け
で
な
く
、
契
約
関
係
全
体
が
、
し
か
も
遡
及
的
に
消
滅
す
る
と
理
解
し
て
い
た
（R

G
Z
50,

266;
71,

277;

E
n
n
ecceru

s /L
eh
m
a
n
n
,
R
ech

t d
er S

ch
u
ld
v
erh

a
ltn
isse,

15.
A
u
fl.,

(T
u
b
in
g
en
,
1958),

38III;
O
ertm

a
n
n
,
K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
u
rg
erli-

ch
en G

esetzb
u
ch
,
D
a
s R

ech
t d
er S

ch
u
ld
v
erh

a
ltn
isse,

B
d
.
I,
5.
A
u
fl.,

(B
erlin

,
1928),

346,
2a
;
S
o
erg

el /R
.
S
ch
m
id
t,
B
u
rg
erlich

es
 

G
esetzb

u
ch
,
K
o
m
m
n
en
ta
r,
S
ch
u
ld
rech

t I,
10.

A
u
fl.,

(S
tu
ttg
a
rt,

B
erlin

,
K
o
ln
,
M
a
in
z,
1967),

v
o
r
346,

R
d
n
r.
4.

）。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
後
、
支
配
的
な
見
解
は
、
解
除
は
、
取
消
や
解
除
条
件
の
成
就
と
異
な
っ
て
、
契
約
関
係
を
消
滅
さ
せ
ず
、
契
約
関
係
を
清
算
関
係
に
変
え
る
に
す
ぎ

な
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
（B

G
H
Z
88,

46;
B
G
H
 
N
JW

1990,
2068f.;

S
to
ll,
“R
u
ck
tritt u

n
d S

ch
a
d
en
sersa

tz”,
A
cP
131

(1929),
S
.
111;

E
.

W
o
lf,
“R
u
ck
tritt,

V
ertreten

m
u
ssen u

n
d V

ersch
u
ld
en
”,
A
cP
153

(1954),
S
.
106;

W
u
n
n
er,

“D
ie R

ech
tsn
a
tu
r d
er R

u
ck
g
ew
a
h
rp
flich

-

ten b
ei R

u
ck
tritt u

n
d a

u
flo
sen

d
er B

ed
in
g
u
n
g m

it R
u
ck
w
irk
u
n
g
sk
la
u
sel”,

A
cP
168

(1968),
S
.
425ff.;

L
eser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
150ff.,

157ff.

）。
も
っ
と
も
、
山
中
は
、
ド
イ
ツ
旧
民
法
典
に
お
い
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
解
除
に
よ
っ
て
原
状
回
復
の
債
権
関
係
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
、
お

よ
び
解
除
に
よ
っ
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
解
除
の
法
的
性
質
に
関
し
て
如
何
な
る
理
論
を

と
る
か
と
い
う
問
題
は
、
解
除
の
具
体
的
な
効
果
の
判
断
に
は
ほ
と
ん
ど
違
い
を
も
た
ら
さ
な
い
、
大
し
て
実
益
の
な
い
問
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
（
山
中
・
前
掲
書
注
（
２
）
一
四
九
頁
）。

（
50
）

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
69.

（
51
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
三
四
九
条
「
解
除
は
、
相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。」

（
52
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
三
二
五
条
「
双
務
契
約
に
基
づ
い
て
当
事
者
の
一
方
が
負
担
す
る
給
付
が
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
不
能
と
な
る
と
き

ドイツ法における催告解除と契約の清算 ㈠

北研45(3・ )73 517



は
、
相
手
方
は
、
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
部
不
能
の
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
一
部
履
行
が

相
手
方
に
と
っ
て
何
ら
利
益
を
有
さ
な
い
と
き
は
、
相
手
方
は
、
第
二
八
〇
条
第
二
項
に
従
っ
て
義
務
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又

は
契
約
全
体
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
相
手
方
は
、
損
害
賠
償
請
求
お
よ
び
解
除
に
代
え
て
、
第
三
二
三
条
に
定
め
ら
れ
た
権
利
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

給
付
が
期
間
の
経
過
ま
で
に
な
さ
れ
ず
、
又
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
給
付
の
一
部
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
同
じ
こ
と
が
第
二
八
三
条
の
事
案
に
当
て
は

ま
る
。」

（
53
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
二
七
五
条
第
一
項
「
給
付
が
債
務
関
係
の
成
立
後
に
発
生
し
た
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
基
づ
い
て
不
能
と
な
る

限
り
、
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
。」

（
54
）

判
例
・
学
説
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
も
の
が
あ
る
（R

G
Z
54,

28;
88,

76;
107,

15;109,234;R
G G

ru
ch
o
t53,920,N

r.57;R
G JW

1924,

292;
1911,

807;
R
G
 
W
a
rn
R
 
1924,

N
r.
102;

R
a
b
el,

“D
ie U

n
m
o
g
lich

k
eit d

er L
eistu

n
g
.
E
in
e k

ritisch
e S

tu
d
ie zu

m
 
B
u
rg
erlich

en
 

G
esetzb

u
ch
”,
in
:
G
esa

m
m
elte

 
A
u
fsa
tze

 
I,
(T
u
b
in
g
en
,
1965),

S
.
4ff.,

9ff.,
51;

Z
w
eig
ert,

“L
eistu

n
g
sk
la
g
e
 
b
ei v

ersch
u
ld
eter

 
U
n
m
o
g
lich

k
eit”,

R
ech

t1908,
S
.
416f.;

K
ru
ck
m
a
n
n
,
“N
a
ch
lese zu

r U
n
m
o
g
lich

k
eitsleh

re”,
Jh
erJb

59
(1911),

S
.
94;

C
o
sa
ck
/M

itteis,

L
eh
rb
u
ch d

es B
u
rg
erlich

en R
ech

ts,
B
d
.
I,
8.
A
u
fl.,

(Jen
a
,
1927),

S
.
420f.;

Ja
k
o
b
s,
U
n
m
o
g
lich

k
eit u

n
d N

ich
terfu

llu
n
g
(

「U
n
m
o
g
lich

-

k
eit

」),
(B
o
n
n
,
1969),

S
.
67ff.,

230ff.;
K
o
h
ler,

“
283 B

G
B
 
im
 
P
ro
zeß

”,
Ju
S
1991,

S
.
945;

B
a
u
m
g
a
rtel /S

tried
er,

H
a
n
d
b
u
ch
 
d
er

 
B
ew
eisla

st im
 
P
riv
a
trech

t,
B
d
.
I,
A
llg
em
ein
er T

eil u
n
d S

ch
u
ld
rech

t B
G
B
 
m
it V

O
B
,
H
O
A
I,
K
S
ch
G
 
u
n
d P

ro
d
h
a
ftG

,
2.
A
u
fl.,

(K
o
ln
,
B
erlin

,
B
o
n
n
,
M
u
n
ch
en
,
1991),

275,
1,
3.

）。

（
55
）

R
G
Z
88,

76;
91,

30;
97,

6;
R
G
 
JW

1919,
188;

K
lein

eid
a
m
,
U
n
m
o
g
lich

k
eit u

n
d U

n
v
erm

o
g
en
,
(Jen

a
,
1900),

S
.
107ff.,

126;
T
itze,

D
ie

 
U
n
m
o
g
lich

k
eit d

er L
eistu

n
g n

a
ch d

eu
tsch

em
 
b
u
rg
erlich

en R
ech

t,
(L
eip
zig
,
1900),

S
.
145;

S
ch
o
ller,

“N
o
ch
m
a
ls d

er S
ch
a
d
en
ser-

sa
tz w

eg
en
 
N
ich
terfu

llu
n
g
 
b
ei g

eg
en
seitig

en
 
V
ertra

g
en
 
n
a
ch
 
d
em
 
B
.
G
.
B
.”,

G
ru
ch
o
t45

(1901),
S
.
517,

524;
G
 
R
o
th
,
“D
a
s

 
n
a
ch
tra
g
lich

e
 
U
n
v
erm

o
g
en
 
d
es S

ch
u
ld
n
ers”,

Ju
S
1968,

S
.
101;

M
ein
ck
e,
“R
ech

tsfo
lg
en
 
n
a
ch
tra
g
lich

er
 
U
n
m
o
g
lich

k
eit d

er
 

L
eistu

n
g b

eim
 
g
eg
en
seitig

en V
ertra

g
”,
A
cP
171

(1971),S
.22ff.,25;L

o
p
a
u
,“B

esp
rech

u
n
g v
o
n
:H
o
rst H

ein
rich Ja

k
o
b
s,U

n
m
o
g
lich

-

k
eit u

n
d
 
N
ich
terfu

llu
n
g
”,
A
cP
174

(1974),
S
.
80;

B
ra
u
n
,
“D
ie
 
U
n
m
o
g
lich

k
eit d

er L
eistu

n
g
(1.

T
eil)”,

JA
1983,

S
.
491;

d
ers,

“B
u
rg
erlich

es R
ech

t:
D
a
s zerb

ro
ch
en
e D

ia
tretg

la
s”,

Ju
S
1988,

S
.
215;

G
illig

,
N
ich
terfu

llu
n
g u

n
d S

a
ch
m
a
n
g
elg
ew
a
h
rleistu

n
g
:
ein

 
B
eitra

g zu
m
 
S
y
stem

 
d
er V

ertra
g
sh
a
ftu
n
g
,
(T
u
b
in
g
en
,
1984),

S
.
87;

L
a
ren

z,
S
ch
u
ld
rech

t,
B
d
.
I,
A
llg
em
ein
er T

eil,
14.

A
u
fl.,

北研 45(3・ )74 518

論 説



(M
u
n
ch
en
,
1987),

22I;
M
ed
icu
s,
S
ch
u
ld
rech

t I,
A
llg
em
ein
er T

eil,
12.

A
u
fl.,

(M
u
n
ch
en
,
2000),

R
d
n
r.
388;

F
ik
en
tsch

er,S
ch
u
ld
rech

t,

9.
A
u
fl.,

(B
erlin

,
N
ew
 
Y
o
rk
,
1997),

R
d
n
r.
337;

S
ch
lech

triem
,
S
ch
u
ld
rech

t,
A
llg
em
ein
er T

eil,
3.
A
u
fl.,

(T
u
b
in
g
en
,
1997),

R
d
n
r.
293;

S
o
erg

el /W
ied
em
a
n
n
,
12.

A
u
fl.,

(1990),
280,

R
d
n
r.
30,

32f.;
S
ta
u
d
in
g
er /L

o
w
isch

,
J.
v
o
n S

ta
u
d
in
g
ers K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
u
rg
erli-

ch
en G

esetzb
u
ch m

it E
in
fu
h
ru
n
g
sg
esetz u

n
d N

eb
en
g
esetzen

,
R
ech

t d
er S

ch
u
ld
v
erh

a
ltn
isse,

255
314,

N
eu
b
ea
rb
eitu

n
g 2001,

(B
erlin

,
2001),

275,
R
d
n
r.
58,

280,
R
d
n
r.
2;
P
a
la
n
d
t /H

ein
rich

s,
B
u
rg
erlich

es G
esetzb

u
ch
,
61.

A
u
fl.,

(M
u
n
ch
en
,
2002),

275,
R
d
n
r.

24,
280,

R
d
n
r.
1.

（
56
）

R
G
Z
52,

92;
106,

89;
B
G
H
 
W
M
1988,

1171;
B
G
H
 
N
JW

-R
R
1989,

201;
B
G
H
 
N
JW

2000,
278;

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
N
eu
b
ea
rb
eitu

n
g 2001,

(2001),
326,

R
d
n
r.
149;

M
u
n
ch
n
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
,
B
d
.
2,
S
ch
u
ld
rech

t

・A
llg
em
ein
er T

eil,
241

432,

4.
A
u
fl.,

(M
u
n
ch
en
,
2001)

(
「M

u
n
ch
K
o
m
m

」) /E
m
m
erich

,
326,

R
n
d
r.
93;

P
a
la
n
d
t /P

u
tzo

,
326,

R
d
n
r.
24;

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
71.

こ

れ
に
対
し
て
、N

ied
erla

n
d
er

は
、
履
行
請
求
権
は
さ
し
あ
た
り
停
止
す
る
だ
け
で
あ
る
と
し
て
い
る（N

ied
erla

n
d
er,

“R
u
ck
fo
rd
eru

n
g d
er K

a
u
fsa
-

ch
e u

n
d S

ch
a
d
en
sersa

tz”,
in
:
F
estsch

rift fu
r E

.
W
a
h
l zu

m
 
70.

G
eb
u
rtsta

g
,
(H
eid
elb
erg

,
1973),

S
.
251f.

）。
も
っ
と
も
、
履
行
請
求
権

の
排
除
を
認
め
る
支
配
的
な
見
解
に
お
い
て
も
、
履
行
請
求
権
が
排
除
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。
あ
る
論
者
は
、
履
行
請
求
権
の
排
除
の

根
拠
を
債
権
者
に
よ
る
受
領
拒
絶
の
意
思
表
示
に
求
め
る
（S

o
erg

el /W
ied
em
a
n
n
,
326,

R
d
n
r.
69;

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
326,

R
d
n
r.
149.

）。
ま

た
、
あ
る
論
者
は
、
履
行
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
期
間
が
徒
過
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
を
契
約
に
拘
束
す
る
こ
と
が
も
は
や
期
待
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
契
約
へ
の
拘
束
の
期
待
不
可
能
性
に
求
め
る
（Ja

k
o
b
s,
U
n
m
o
g
lich

k
eit,

S
.
57;

d
ers,

N
ich
terfu

llu
n
g
,
S
.
56.

）。

（
57
）

R
G
Z
51,

347;
67,

314;
B
G
H
 
N
JW

1986,
661.

（
58
）

R
G
Z
91,

30;
R
G
 
R
ech

t 1921,
N
r.
514;

1924,
N
r.
349;

R
G
 
JW

1925,
606;

B
G
H
 
W
M
1988,

1171;
B
G
H
 
N
JW

1988,
2877;

B
G
H

 
N
JW

-R
R
1995,

1327;
A
d
ler,

“Z
u
r L

eh
re v

o
m
 
L
eistu

n
g
sv
erzu

g b
eim

 
K
a
u
f”,

Z
H
R
86
(1923),

S
.
73;

B
ra
g
a
,
“D
er S

ch
a
d
en
sersa

tza
n
s-

p
ru
ch n

a
ch

326 B
G
B
 
u
n
d d

ie A
u
frech

n
u
n
g u

n
d A

b
tretu

n
g
(
404 u

n
d

406)”,
M
D
R
1959,

S
.
437;

W
erten

b
ru
ch
,
“D
a
s W

a
h
lrech

t
 

d
es G

la
u
b
ig
ers zw

isch
en E

rfu
llu
n
g
sa
n
sp
ru
ch u

n
d d

en R
ech

ten a
u
s
326 B

G
B
 
n
a
ch ein

er E
rfu
llu
n
g
sv
erw

eig
eru

n
g d

es S
ch
u
ld
-

n
ers”,

A
cP
193

(1993),
S
.
192;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
326,

R
n
d
r.
91;

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
326,

R
d
n
r.
134,

146;
P
a
la
n
d
t /H

ein
rich

s,

326,
R
d
n
r.
22.

（
59
）

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
け
る
離
脱
と
比
較
し
て
、
ド
イ
ツ
旧
民
法
典
に
お
け
る
解
除
の
機
能
の
変
化
を
次
の
点
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

普
通
法
の
法
学
者
た
ち
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
の
起
草
者
た
ち
に
と
っ
て
問
題
だ
っ
た
の
は
、
債
権
者
が
債
務
者
の
遅
れ
て
な
さ
れ
た
｜

そ
の
結
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果
、
債
権
者
に
と
っ
て
も
は
や
無
益
と
な
っ
た
｜

給
付
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
が
自
己
の
反
対
給
付
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
普
通
法
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
い
て
も
、
債
務
者
に
よ
っ

て
遅
れ
て
な
さ
れ
た
給
付
の
受
領
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
債
権
者
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
は
、
自
己
の
反
対
給
付
を
せ
ず
に
す
ん

だ
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
旧
民
法
典
は
、
不
能
に
基
づ
く
解
除
を
認
め
た（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
五
条
）。
旧
法
に
お
い
て
不
能
に
基
づ
く
解
除
が
認
め
ら

れ
た
の
は
、
普
通
法
の
も
と
で
は
解
除
は
損
害
塡
補
手
段
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
（
そ
れ
に
つ
い
て
、Ja

k
o
b
s,
N
ich
terfu

llu
n
g
,
S
.
51f.;

d
ers,

G
esetzg

eb
u
n
g
,
S
.
55ff.;

B
ein
ert,

a
.
a
.
O
.,
S
.
176ff.

を
参
照
）、
解
除
の
機
能
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
限
り
、
損
害
が
遅
滞
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
、

不
能
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
は
重
要
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
遅
滞
に
お
け
る
の
と
同
様
、
履
行
の
全
部
ま
た
は
一
部
不
能
の
事
案
に
お
い
て
も
解
除
権
が
与

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
（
そ
れ
に
つ
い
て
、S

ch
u
b
ert,

D
ie V

o
rla
g
en d

er R
ed
a
k
to
ren fu

r d
ie erste K

o
m
m
is-

sio
n zu

r A
u
sa
rb
eitu

n
g d

es E
n
tw
u
rfs ein

es B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
es,

R
ech

t d
er S

ch
u
ld
v
erh

a
ltn
isse,

T
eil 1,

A
llg
em
ein
er T

eil,

(B
erlin

・N
ew
 
Y
o
rk
,
1980),

S
.
867.

を
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、
債
権
者
が
債
務
者
の
遅
れ
て
な
さ
れ
た
｜

そ
の
結
果
、
債
権
者
に
と
っ
て
も
は

や
無
益
と
な
っ
た
｜

給
付
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
が
自
己
の
反
対
給
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
能
の
事
案
に
お
い
て
は
、
債
務
者
が
遅
れ
て
給
付
を
し
て
く
る
可
能
性
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
の
給
付
の
受
領
拒
絶

は
そ
も
そ
も
問
題
と
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
旧
法
に
お
い
て
不
能
に
基
づ
く
解
除
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
旧
法
に
お
い
て
解
除
は
、

ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
｜

お
よ
び
普
通
法
｜

に
お
け
る
の
と
は
異
な
る
機
能
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
未
完
）

※
本
稿
は
、
平
成
二
一
年
度
〜
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）、
課
題
番
号21730068

）（
研
究
代
表
・
遠
山
純
弘
）
お
よ
び
小
樽
商
科
大
学
地

域
研
究
会
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
地
域
経
済
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Das Rucktrittsrecht wegen Verzugs nach Fristsetzung und
 

die Abwicklung des Vertrags im deutschen Recht (1)

― Ist das Rucktrittsrecht wegen Verzugs nach Fristsetzung
 

das Allheilmittel im Rucktrittsrecht?―

Junkou TOYAMA

 

I.Einleitung

 

II.Das Abgehen vom Vertrag im ADHGB
 

1. Die Entstehung des Abgehens vom Vertrag
 

2. Der Verzug des Schuldners und das Abgehen vom Vertrag
 

3. Das Abgehen vom Vertrag und die Ruckgabe der Leistung
 

a)Teilleistung
 

b)Die Leistung der mangelhaften Waren
 

4. Der Herausgabeanspruch aufgrund des Abgehens vom Vertrag

 

III.Das Rucktrittsrecht wegen Verzugs nach Fristsetzung im alten BGB
 

1. Die Entstehung des Rucktrittsrechts wegen Verzugs nach Fristset-

zung
 

2. Die Befreiung vom Erfullungsanspruch

(wirt fortgesetzt)
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