
新

刊

批

評

石
田
文
次
郎
著

『
民
法
大
要

・
民
法
総
則
』

井

上

紫

電

既
往
に
於
い
て
幾
多
の
大
著
述
を
獲
表
せ
ら
れ
、
我
民
法
學

界
に
大
な
る
足
跡
を
印
せ
ら
れ
つ
玉
あ
る
京
都
帝
國
大
學
教
授

石
田
丈
次
郎
博
士
は
、
そ
の
豊
富
な
る
學
的
御
盟
験
に
基
き
最

近
專
門
學
校
用
の
民
法
総
則
教
科
書
を
公
刊
せ
ら
れ
、
尚
ほ
今

後
引
績
き
物
樺
、
憺
保
物
権
、
債
椹
総
論
、
債
権
各
論
、
親
族

湘
績
の
敏
科
書
を
公
刊
せ
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
極
く
少

数
の
例
外
を
除
き
、
そ
の
形
式
内
容
に
於
い
て
概
ね
大
同
小
異

の
民
法
教
科
書
の
氾
濫
す
る
現
時
に
於
い
て
、
斯
學
に
造
詣
深

き
著
者
が

「
曹
者
自
身
の
盟
系
の
も
と
に
現
代
民
法
學
の
諸
理

論
と
諸
問
題
と
を
簡
潔
に
叙
述
」
(
序
文
)
せ
ら
れ
た
激
科
書
の

U
九

二

出
現
を
見
た
こ
と
は
法
學
教
育
の
爲
に
誠
に
慶
賀
に
耐

へ
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
書
は
著
者
の
云
は
る
、
如
く
努
め
て
簡
潔
を
旨
と
し
て
著

さ
れ
た
に
も
拘
ら
す
、
行
文
は
流
麗
明
快
、
而
も
そ
の
申
に
は

著
者
の
豊
か
な
る
知
識
が
墜
縮
し
て
盛
ら
れ
て
居
り
、
特
に
專

門
學
校
に
於

い
て
學
生
に
封
し
て
基
礎
知
識
を
與

へ
る
爲
の
教

科
書
と
し
て
は
申
分
な
く
、
建
に
著
者
の
如
ぎ
大
家
の
老
練
な

る
手
腕
を
以
て
し
て
始
め
て
よ
く
之
を
爲
し
得
た
と
の
感
が
深

い
の
で
あ
る
。

著
者
は
先
づ
緒
論
に
於
い
て
民
法
の
構
造
、指
導
原
理
、
櫻
利

の
観
念
、
民
法
総
則
の
地
位
を
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
が
、就

申
民
法
の
指
導
原
理
の
叙
述
に
重
鐵
を
置
か
れ
、
是
に
依
り
民

法
に
封
す
る
著
者
の
根
本
的
態
度
を
明
か
に
し
て
居
ら
れ
る
。

即
ち
民
法
は
自
由
主
義
、
資
本
主
義
の
嚢
展
期
に
於
け
る
所
産

で
あ
る
か
ら
個
人
本
位
で
あ
り
、
個
人
の
完
全
な
所
有
権
を
基

礎
と
し
て
組
立
て
ら
れ
、
法
律
行
爲
の
範
域
に
於
い
て
は
契
約

自
由
の
原
則
が
認
め
ら
れ
、
不
法
行
爲
に
就
い
て
は
過
失
主
義

が
採
用
さ
れ
て
居
る
。
然
乍
ら
個
人
は
同
時
に
枇
會
の
構
成
員

・で
あ
り
、
此
の
故
に
民
法
の
個
人
本
位
も
杜
會
全
髄
の
幸
幅
利

釜
と
調
和
す
る
範
團
内
に
於
い
て
の
み
認
め
ら
る
可
く
、
所
有



権
も
法
律
に
依
つ
て
與
ぺ
ら
れ
た
椹
利
で
あ
る
以
上
そ
の
蓮
用

は
就
會
の
利
釜
と
の
調
和
に
於
い
て
の
み
爲
さ
る
可
く
、
又
契

約
の
自
由
も
法
律
に
依
つ
て
許
さ
れ
た
可
能
で
あ
る
以
上
法
律

の
目
的
と

一
致
す
る
範
園
内
に
於
い
で
認
め
ら
る
べ
く
、,過
失

主
義
に
封
し
て
も
入
間
の
注
意
力
を
以
て
し
て
は
到
底
遜
け
難

い
危
瞼
に
封
し
て
は
被
害
者
救
濟
の
見
地
よ
り
無
過
失
責
任
の

認
め
ら
る
べ
き
旨
を
簡
潔
に
読
い
て
居
ら
れ
る
。
法
律
の
目
的

を
就
會
の
利
釜
と
個
人
の
利
釜
と
の
調
和
に
求
め
、
民
法
の
個

人
本
位
を
修
正
し
て
そ
の
運
用
を
肚
會
の
輻
証
た

調
和
せ
し
め

ん
と
す
る
著
者
の
努
力
は
塞
に
至
當
と
謂
は
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
本
論
は
盟
系
に
於
い
て
既
存
の

一
般
敏
科
書
と
若
干
趣

を
異
に
し
第

一
章
権
利
の
主
罷
と
し
て
の
自
然
人
及
び
法
入
、

第
二
章
禮
利
の
客
盟
と
し
て
の
物
、
第
三
章
構
利
の
攣
動
と
し

て
総
読
に
引
績
い
て
法
律
行
爲
、
期
間
n
時
敷
に
言
及
せ
ら
れ

て
居
る
。

内
容
的
に
は
著
者
ば
大
髄
慮
健
中
正
な
る
近
時
の
通
読
に
擦

つ
て
居
ら
れ
る
が
、
本
書
を
通
讃
し
て
直
に
感
得
せ
ら
れ
る
は

著
者
は
徹
底
的
に
法
律
實
誰
主
義
の
立
場
に
立
た
れ
て
居
る
こ

と
で
あ
る
。
私
は
法
律
實
誰
主
義
の
當
否
に
付
き
疑
念
を
抱
懐
'

す
る
者
で
あ
る
が
今
此
塵
に
法
律
實
誰
主
義
自
艦
に
封
す
る
私

石
田
丈
次
郎
著

『
民
法
大
要

・
民
法
総
則
』

(井
上
)

見
を
述

べ
る
邊
も
有

し
な

い
。
(
此

の
鮎

に
就

い
て
は
拙
稿

「
自

然

法

の
基
礎
」

小
樽
高
等
商
業
學

校
二
十
五
周
年
記
念
論
丈
集

一
四
七
頁

以
下
参

照
)

唯
此
塵

に
は
實
設
主
義
的
見
地
よ
り
す

る
著
者

の
結
論

に
封
し
二

三
の
疑
念
を

述

べ
さ
せ

て
戴
く

に
止

め
る
。

自
ら

の
若
冠
未
熟

を

省

み
す
批

評
が
ま
し
き
言
僻
を
弄

ず

る

の
不
遜

を
敢

て
す
る

こ
と

に
付

き
著
者

の
御
寛
恕
を
乞

ふ

女
第

で
あ
る
o

、
・

-

=

・

・

㍉

、・
・

、
著
者
は
第

一
章
穫
利

の
主
膿
に
關
し

て

「
椹

利
能
力
は
法
律

ハ

の
付
與
す
る
と

こ
ろ

で
あ

る
か
ら

叉
如
何
な
る
者

に
椹

利
能
力

を
與

へ
る
か
と

い
ふ
こ
と
も

法
律

の
決
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
'

(
一
二
頁
)
「
人
類

が
権

利
能
力
を

有

す
る
は
そ

の
生
來

の
資

格

に
於

い
て
自
然

に
之
を
有
す

る
の
で
は
な
く
七

て
、

現
行

法
が

人
類

に
樫
利
能
力
を
付
與
す

る
か
ら
そ

の
出

生
と

同
時

に
模

利

能
力
を
取
得
す
る
。

第

一
條
は
此

の
意
味

で
あ
る
。
」
(
=
二
頁
)

と
述

べ
ら
れ
る
。
(
著
者

の
所
謂
法
律
は
立
法
者

に
依

つ
て
公
布

ぜ
ら
れ
た

る
實
定
法

を

意
味
す
る

こ
と
は
疑

ひ
を
容
れ
な

い
。
・

八
十

一
頁
)

然
し
乍
ら
著
者

の

謂

は

る

」
如
く
灌
利
能
力
は

現
行
法

の
規
定
を
侯

つ
て
始

め
て
與

へ
ら
れ

る

も

の

で

あ
ら

う
か
。
、
私
は
そ
う
は
考

へ
な

い
9
Ψ

」

:

元
來
他

の
動
物

と
異
の
理
性
的
存
在
た
る

人
闇

は
理
性
を
有

一
九
三



す
る

が
故

に
自

己
自
身

の
目
的
を
有
す

る

の
で
あ
り
、
、入
聞

が

自
己
自
身

の
目
的
を
有
す
る

こ
と
は

他

人

に
野
す
る
關
係

に
於

い
て
人
を
猫
立
な
ら
し
め
る
。

入
は
他

の
入
間

の
手
段
た
る
愚

の
で
は
な
く
夫
自
身

目
的
で

あ

る
。
(
此

の
こ
と
は
人
間
が
肚
會

に
封
す

る
關
係

に
於

い
て
は
就
會

の

一
員

で
あ
り

或
意
昧

に
於

い
て
肚
會

に
從
鵬
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な

い
。
)
此

の
故

に
人
聞

は
法
の
世
界

に
於

い
て
も
自

己
月
的
と
し

て
取
扱

は
れ
、
そ

の
性
、
年
齢

、
身

分
、
職
業

の
如
何
を
問
は
す
構

利

の

主
艦
と
し

て
法

の
認
む
る
各
種

の
利
釜
を

享
有
す
る
資
格

、
即

ち
構
利
能
力
を
有
す

る
も

の
と
認

め
ら
れ

て
居
る

の
で
あ
る
。

之
敢

へ
て
法

の
規
定

を
侯

た

す

し

て
道
徳

的
の
必
然
、
「事
物

當
然

の
事

理

で
あ
る
。

唯
過
去

に
於

い
て
職
勝

及
び
刑
罰

に
關

す
る
誤
れ
る
観
念

の
故

に
模
利
能
力

の
認

め
ら
れ
ざ
る
奴
蘇
が

存
在
し
た
が
、

之
重
大
な
る
誤
謬

で
あ
り
、

近
世
諸

文
明
國

に

於

い
て
は
総

て
の
人
が
構
利
能
力
を
有
す

る
こ
と
は
、

之

に
關

す
る
法
律

規
定

の
有
無
を
問
は
す

自
明

の
理
と
し
て
承
認

せ
ら

れ

て
居
る

の
で
あ
る
。

此

の
意
味

に
於

い
て
棲
利
能
力
を
以

て

實

定
法

の
所
與

と
認
む
る

著
者

の
見
解

に
は
俄

に
左
澹
す

る
を

得
な

い
。

若

し
灌

利
能
力

が
法
律

の
付
與

に
因

る
も

の
な
ら
ば

法
律

が
再
び
之

を
奪

ひ
去

る
ζ
と
に
何

の
妨

が
あ
ら
う
か
。

一
九
四

次

に
著
者

は
所
有
橿

も
亦
法
律

に
依

つ
て
與

へ
ら
れ
た
樫
利

で
あ
る
と

せ
ら
れ
る
。
(
四
頁
)
若

し
然

ら
ば
法
律

の
力
を
以

て

所
有
権

を
否
認
若

し
く
は
慶
止
す

る

こ

と
・む
可

能

で
あ

ら
う

か
。
・然

し
私
は
所
有
棲
自
盟
は
實
定
法

の
所
産

に
非
す

し

て
人

間

の
本
性

に
、

從

つ
て
自
然
法

に
基
礎
を
有
す

る

も

の
、で

あ

り

、、
唯
法
律
は
所
有
櫻

の
限
界
、
取
得
そ

の
他

の
關
係
を
定
む

る
も

の
に
過
ぎ
ぬ
も

の
と
考

へ
る
。

所
有
権

を
基
礎

づ
け

る
爲

に
は
次

の
如
き
理
由
を
奉
げ
得
る
。

第

一
に
は
財
産

私
有

の
権

利
は
人

の

勤
榮
心
を
刺
戟

し
て
,

生
活

に
必
要
な
る
も

の
を
生
産
す

る
爲

の
勢
働
を
容
易
な
ら
し

め
る
q

自

己

の
利
釜
及

び
愛
す

る
人

々
に
螢
働

の
貯
蓄

さ
れ

た

果
實

を
譲

ら
ん
と

の
希

望
が
、
大
な

る
努
力
、

完
成

さ
れ
た
方

法

、
節
約

と
豫
見
と

に
人
を
導
く
も

の
で
あ
る
。

第

二
に
は
財
産
私
有

に
依

つ
て
財
貨
は

よ
り
よ
く
管

理
せ
ら

れ

る
。

第

三
に
は
所
有
椹

の
存
在

に
依

つ
て

杜
會

の
秩
序

が
保

た
れ

る
。

外
界

の
財
貨
は
有
限

で
あ
る

の
に
入

の
慾
望

は
無
限
で
あ

り

、

此

の
故

に
財
貨

に
蜀
す
る
支
配
關
係

が
明
確

で
な

い
な
ら

ば
財
貨

の
分
配

及
び
自
己

の

支
配

の
維
持

の
爲

に
紛

糾
を

生
す

る
は
必
然

で
あ
る
。
.

凹



バ
第
四
に
は
所
有
権
の
存
在
は
分
業
が
適
當
に
行
は
れ
る
爲
に

必
要
で
あ
る
。
各
人
が
自
己
の
天
分
を
最
も
よ
く
畿
揮
し
得
る

が
如
き
職
業
を
選
び
之
に
全
力
を
傾
倒
す
る
こ
と
は

肚
會
の
進

歩
に
必
要
饗
あ
り
、
そ
れ
が
爲
に
は
官
己
の
努
力
の
成
果
が
自

己
の
も
の
と
な
る
期
待
を
各
人
が
有
し
得

る
こ

と

が
必
要
で

あ
る
。

、

ノ

ご

第
五
に
は
財
産
私
有
の
梅
利
拡
人
間
性
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ

の
家
族
制
度
の
維
持
に
不
可
訣
で
あ
る
。
家
族
生
活
に
於
い
て

爾
親
が
自
然
の
義
務
に
運
ひ
子
供
を
養
育
し
教
育
す
る
に
も
、

叉
親
子
夫
婦
聞
の
正
し
き
道
徳
關
係
を
維
持
す
る
爲
に
も
家
族

の
排
他
的
利
用
に
委
ね
ら
れ
た
る
或
程
度
の
衣
食
佳
の
資
料
を

私
有
す
る
こ
と
は
絶
封
に
必
要
で
あ
る
。

斯
く
て
人
闇
は
理
性
の
光
に
導
か
れ
て
謂
は
璽
直
観
的
本
能

的
に
財
産
所
有
の
禮
利
を
認
め
」
之
を
維
持
し
て
來
た
の
で
あ

る
。
(
勿
論
斯
く
謂
ふ
こ
と
に
依
り
吾
人
は
今
日
の
財
産
の
所
有

に
何
の
不
正
義
も
混
在
t
な
い
と
」主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。

然
し
そ
の
不
花
義
は
所
有
模
自
艦
の
責
任
κ
非
す
し
て
不
正
な

る
人
聞
の
責
任
で
あ
る
。
)
事
實
、
所
有
権
の
存
在
は
人
類
の
存

在
と
共
に
古
い
悉

の
で
あ

る
℃
過
去
に
於
い
て
、
現
在
に
於

払
て
狩
独
若
し
く
は
遊
牧
に
よ
つ
て
生
活
す
る
民
族
が
存
在
す

石
田
丈
次
耶
著

『
民
法
大
要

・
民
法
纏
則
』

(井
上
)

る
。
彼
等

に
と

つ
て
・森
林
若
く

は
牧
場
は

共
有

で

あ

ら

う
9

然
し
彼
が
造

少
し
弓
矢
、

彼
が
殺
し
た
動

物
、
彼
が
建

て
た
小

屋
》

彼
が
そ
れ

に
依

つ
て
生

活
す

る
家
畜

の
群

ぱ
彼

の
私
有

で

あ
る
。

此

の
事
實
は
敢

て
法
律

の
規

定
に
擦

る

も

め

で

は

な

い
。
モ人
聞
は
恰
も
鳥
が
集
を
守

る
如
く
、
殆
ん
ど
本
能
的

に
自

己

の
努
力

の
結

晶
た
る
、
そ

の
生
活

に
必
要
な
る
も

の
を

防
衛

し
之
を
自

己

の
排
他
的
支
配

の
も
と

に
置

か
ん

と
す
る

自
然

の

傾
向
を
有
す

る

の
で
あ
る
9
.

斯

く

の
如
く
所
有
構

の
存
在
は
入
聞

の
本
性

に
基

く
。

法
制

史
上

ロ
ー

マ
法
系

の
所
有
構

の
概
念

と

ゲ
ル

マ
ン
法
系

の
所
有

権

の
概
念
と

が
存
す
る
が
、

之
所
有
樺

に
關
す

る
法
律
技
術
上

の
概
念
構
成

の
差

に
止
ま
り
、

之
を
以

て
財
貨

に
饗
す

る
排
他

的

支
配
権

と
し

て
の
所
有
権

が
實

定
法

の
所
與

で
あ
る
と
の
著

者

の
見
解
を

基

礎
づ
け

る
こ
と
を
得
な

い
の
で
あ

る
。
若
し
著

者

の
読

か
る

玉
如
く

所
有
構

が
法
律

の
附
與

す
る
も

の
な

狂

と

せ
ん
か
立
法
者

の
恣
意

に
依
り
所
有
礎
を
塵
止

し
得
る
と

の
不

當
な

る
結
論
を
も

是

認
ぜ
ざ

る
を
得
ざ
る

に
至
る

で
あ
ら
う
ゆ

著
者

の
實
誰
主
義
的
見
解

は

マ
ル
キ

シ
ズ
ム
の
所
有
椹
否
認

の

思
想

に
樹

し

て
も
何
等

の
抵
抗
力
を
有

し
な

い
の
で
あ
る
。
.

「
更

に
著
者

は
私
法
自
治
も
亦
法
律

に
依

つ
て
許

さ
れ
た
可
能

一
九
五



で

あ

る
こ
と
自
然
人

の
人
格
も
法
律

に
依

り
て
與

へ
ら
れ
た
も

の

で
あ

る

の
と
同
檬

で
あ

る
と
せ
ち
れ
る
。
(
七
十
三
頁

)
然

ら

ば

若
し
法
律

が
私
法
自
治

の

可
能
を
許
さ
な
け
れ
ば
如
何
な
る

契
約
も
締
結
し
得
な

い
の
で
あ
ら
う
か
。

此

の
瓢

に
就

い
て
も

私

は
著
者

の
見
解

に
同
意
す
る
を
得
な

い
。

元
來
人

が
就
會
的
動

物
た
る
は
人
聞
は
他

の
動
物

と
異
砂

就

會
生
活

に
於
け
る
他
人

の
協
力
な
く
し

て
は

そ

の
自
然

に
有
す

る
精
紳
的
物
質
的
慾
求
を
満
足

せ
し
め
、

叉
入

の
人
た

ゐ
所
以

を

全

ふ
す

る
こ
と
を
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。

人
は
そ

の
生
存
を

維
持
す

る
爲

に
も
他
人

の
協
力
を
絶

封

に
必
要
と
す

る
、
然

る

に
既

往
に
於
け
る
如

く
他
人

の
協
力
を
身
分
關
係

を
通
じ

て

求

め
得
な
く
な

つ
た
現
代
に
於

て
は
、
、
他

人

の
協
力
は
大
部
分
契

約

を
通

じ
て
得
ら
れ
る
。

現
代

に
於

い
て
は
契
約
を
通
じ

て
求

め
得

ら
れ
る
他
人

の
協

力
な
く
し

て
は
、

人
は
そ

の
生
存
を
す

ら
全

ふ
す

る
を
得
な

い
と
謂

ふ
も
過
言

で
は
な

い
。

斯
く
契
約

締
結

の
可
能
性
は
人
聞

の
生
活

に
不

可
飲

の
も

の
で
あ
り

、

必

然
的

の
存
在

で
あ

り
て
敢

へ
て
實
定
法

に
よ

つ
て

許

さ
れ

て
始

め

て
存
在
す
る
も

の
で
は
な

い
。

勿
論
斯

く
謂
ふ
こ
と
に
依
篁

私

は
啓

蒙
期

の
自
然

法
學
者

の
所
読

の
如
く

に
人
は
天
賦
的

に

如
何
な
る
契
約

を
締
結
す

る
も
自
由

で
あ
る
と

主
張
す

る
者

で

一
九
六

は
な

い
。
・法
律
は
公

の
秩
序
善
良

の
風
俗
維
持
其

の
他

の
見
地

よ
の
契
約
締
結

の
可
能
性

に
封

し
で
、そ

の
、逸
腕
す

べ
か
ら
ざ
る

限
界
を
劃

し
て
居

る

ρ

で

あ

り

.(
此
の
限
界
は
時
代

と
場
所

と

に
依
り
必
す
し
も
同
じ
で
は
な

い
。
佛
蘭

西
革
命

以
前

に
於

い
て
は
幾
多

の
拘
束
が

存

し
て
居
た

こ
と
は
周
知
の
如
く

で
あ

る
。
)
そ
の
限
度

に
於

い
て
法
的
規
整

に
服

し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
が
、

私
法
自
治

の
可
能
即
ち
契

約

に
依

つ
て
私
人
相
互

の
關

係
を

形
成
す
る
可
能
自
罷

が
法
律

に
よ
り

許

さ
れ

て
始

め
て
存

在
す
る

も

の
と
は
考

へ
得
な

い
の
で
あ
る
。

.

-

同

じ
見

地
よ
の
著
者

は
法
律
行
爲

に
付
與

さ
れ

る
法
律
数
果

も
亦
縫
て
法
律

の
付
與

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
せ
ら
れ

る
o
(
六

〇
、
六
二
、
七
七
頁

)
'
即
ち

「
法
律
は
類

型
的
な
生
活
關
係

に

つ
い
て

一
般
的

に
愛
當

す

る

や

う

な

要
件
を
抽
象
的

に
定

め

て

、

そ

の
要
件
を
具
腿
的

に
充
實

せ
し

め
て
居
る
生
活
關
係

が

成

立
す

る
と
當
然

に

一
定

の
法
律
数
果
を
與

へ
る
と

い
ぶ
形
式

を
採

つ
て
居
る
。
」

(
六
〇
頁

)
例

へ
ば
實
際

の
生
活
關
係

に
於

い

て
甲
が
馬

一
頭
を
金
百
園

で
乙

に
費
渡
す
と

い
ふ
約
束
を
し

た

と
す
る
と
、
そ

の
生
活
關
係

は
民
法

五
五
五
條

「
費
買
は
當

事
者

の

一
方

が
或

財
産
灌
を

相
手
方

に
移
韓

す
る

こ
と
を
約
し

相

手
方
が
之

に
そ
の

代
金
を
佛
ふ
こ
と
を
約

す
る

に
因
り

て
そ



の
敏
力
を
生
す
」

と

い
ふ
抽
象
的

な
要
件
を
具
禮
的

に
充
實

せ

る
も

の
な
る

が
故

に
、

費
買

に
・關
す
る
法
律

歎
果

の
付
與
さ
れ

る
生
活
關
係

と
な
り
法
律
關
係

と
な
る

と

せ

ら

れ

る
。
(
六
二

頁

)
、然

し
私
は
法
律
行
爲

の
数
果

は
法
律

の
規
定

に
よ

つ
て
始

め

て
與

へ
ら
れ
る
も

の
と
は
考

へ
な

い
。

元
來

人
聞

は
杜
會
的
存
在

で
あ
り
、

此

の
故

に
秩
序

あ
る
杜

會
生
活
を
阻
害
す

る
総

て

の

こ

と

を

遜
止
す

る
義
務
を
有
す

る
。

然

る

に
秩
序

あ
る
杜
會
生
活
は
各
人

が
そ

の
締
結

せ
る
約

束

を
蓮
守

せ
す

し
て
は
不
可
能

で
あ
る
。

砒
會
關
係

の
大
部
分

は
契
約

に
基
く

の
で
あ
り
、
契
約
は
肚
會

の
基
礎
を
構
成
す
る
。

契

約
が
履
行

せ
ち
れ
す
若
し
く
は
履

行
せ
ら
れ
る

期
待
を
有

し

得

ざ
る
も
の
と
せ
ん
か
人
間

の
秩
序
あ
る

共

同
生
活
は
不
可
能

で
あ
り
、

此

の
故

に
こ
そ
総

て
の
人
は
契
約

を
蓬
守
す

べ
き

こ

と
を
義
務

と
考

へ
る

の
で
あ

る
。

(
弓
碧
霊

ω錫
暑

。・窪
く
碧
魯

の

原
則
)

之
法
律

の
規

定
を
傑

つ
て
始
め

て
然

る

の
で
は
な

い
。

費
買
契
約

の
締
結

せ
ら
れ
た

と
き
は
買
主
は
約
束

通
夢

目
的
物

め
移
輻
を
受
く
る
権

利
を
得

、
・代
金
を
支
佛

ふ
義

務
を
員

ふ
の

で
あ
り
、
此

の
権

利
義

務

の
嚢
生
は
法
律

歎
果

に
外
な

ら
す
、

此

の
敏
果
は

民
法
五
五
五
條

の
存
否

に
關
係

は

な
、い

の

で

あ

る

。

唯
契
約

に
關
し

て
は
法
律
は

一
方
契
約

型
を

示
す
と
共

に

石
田
丈
次
郎
著

5
民
法
大
要

・
民
怯
総
則
』

(井
上
)

他
方
公
序
良
俗
を
維
持
し
、
取
引
の
安
全
を
計
る
見
地
よ
り
私

的
自
治
に
制
限
を
加

へ
て
居
る
が
、、
之
當
事
者
の
利
便
を
計
る

と
共
に
、
肚
會
全
艦
の
利
釜
を
擁
護
す
る
爲
の
法
律
技
術
に
止

ま
・り
、
斯
の
如
き
法
的
規
整
の
存
す
る
こ
と
を
以
て
直
に
法
律

の
規
定
が
契
約
の
法
律
救
果
嚢
生
の
原
因
で
あ
る
と
な
す
を
得

な
い
。
法
律
規
定
が
法
律
敷
果
を
創
造
的
に
附
與
す
る
も
の
と

す
る
著
者
の
見
解
に
從
ふ
な
ら
ば
、
、
民
法
五
五
五
條
な
か
り
せ

ば
馬

一
頭
の
費
買
契
約
は
輩
な
る
事
實
上
の
生
活
關
係
に
止
ま

り
法
律
数
果
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
み
な
ら
す
、
法
律
の

規
定
を
映
く
所
謂
混
合
契
約
若
く
は
無
名
契
約
は
充
足
す
べ
き

怯
律
婁
件
な
き
が
故
に
法
律
妓
果
を
有
せ
ナ
と
の
不
當
な
る
結

論
に
隔
る
で
あ
ら
う
ゆ

以
上
摘
録
せ
る
若
干
の
事
例
よ
り
し
て
も
窺
知
し
得
ら
る
、

が
如
く
著
者
は
首
尾

一
貫
し
て
實
誰
主
義
的
見
解
を
探
ら
れ
て

居
る
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
叉
實
誰
主
義
に
随
俘
す
る
難
黙
を

包
藏
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
法
律
實
誰
主
義
は
我
國
學
界

の
主
潮
で
あ
り
此
の
主
潮
に
擦
る
本
書
の
敏
科
書
と
し
て
の
領

値
が
實
誰
主
義
的
基
調
の
故
に
毫
末
も
減
殺
せ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
o
我
民
法
學
界
め

一
大
樺
威
た
る
博
士
が
李
易
簡
明
を

旨
と
し
、、
多
年
の
羅
蓄
を
僅
幽
百
五
十
頁
に
コ
ン
デ
ン
ス
し
た

一
九
七



F

本
書

は
、

他

の
同
類

の
書

に
比
し
て
載
然
頭

角
を
擢

ん
で
る
も

の
で
あ
り
、

專
門
學

校

に
於
け

る
法
學
教
育

に
寄

與
す
る
所
多

大

な
る
も

の
が
あ

る
と
信
す

る
。

私
は
自
己

の
不

明
が
博
士

の

深
遠
な

る
斯
読
を
誤
解
し
、

當

ら
ざ
る
批
評
的
言
僻
を
弄
し
た

る
所
な
き
や
を
虞
る

瓦
と
共

に
、

犯
し
た
る
非
難

に
つ
き
重

ね

て
御
寛
恕
を
乞

ふ
次
第

で
あ
る
。

塘
地
庸
治
郎
博
士
の

「株
式
會
肚
」

室

谷

賢

治

郎

剛

・

我
が
國
に
於
て
経
螢
脛
濟
學
と
い
ふ
名
構
を
冠
せ
し
め
て
の

著
書
を
最
初
に
大
正
十
五
年
に
公
に
せ
ら
れ
た
東
京
商
大
の
増

地
庸
治
郎
博
士
は
、
そ
の
後
倦
む
ご
ど
な
き
研
鐙
を
重
ね
ら
れ

「
企
業
形
態
論
」
(
昭
和
五
年
)
、
「
経
螢
財
務
論
に
(
昭
和
九
年
)、

「
我
が
國
株
式
會
肚
に
於
け
る
株
式
分
散
と
支
配
」
(
昭
和
十

一

年
)
等
を
上
梓
せ
ら
れ
た
が
、、最
近
に
至
り
こ
れ
等
の
諸
書
を

一
九
入

綜
合

の
結

果

「
株
式
會
杜
」

と
題

し
て
學
界

に
贈

ら
れ

た
。

本

丈

の
外

に
索
引

を
加

へ
る
と

八
百
頁

を

超

え

る

大
著

で
、

か

の
猫
逸

の
リ

ヒ
ア
ル
ト

・
パ

ツ
ソ
ウ

の

「
株
式
會
肚
」
空
。ぎ
a

団
器
。・
o
ξ
L

)
言

〉
犀
ユ
。
昌
σq
$

。
一
一。・
o
冨

津
ー

国
ぎ
o

≦
一
昌
ω
9

9
臨
窃
箋

-

密

窪
8
冨
{島
臼
。
。。
ε
島
。
・
卜。
〉
●
噛
9
9
お
bっ
ト。
・
が
大

冊
と
は

い

へ

六
百
頁

に
満

た
ぬ

の
に
封
比
す
れ

ば

吾
人

は
増

地
博
士

の
努
力

に
樹
し
深
厚
な
敬
意
を

捧

げ
る
と
同
時

に
我

が
國

に
於
け
る
學

問
的
水
準

の
高

め

ら

れ

つ

玉
あ
る
事
實

を
見

て
非
常
な
愉
快

を
禁

じ

得
ぬ
。

以
下
増

地
博
士

の
薪

著

の

紹
介

批
評
を
試
み

よ
う
。

博
士

の
薪
著

は

「
株
式
會

肚

の
本
質

に
關
す

る
維
螢
経

濟
的

研
究
」
と
副
題

せ
ら
れ

て
居

る
。

由
來
株
式
會
就

に
關
す
る
研

究
は
法
律
論

が
主

で
、

経
濟
論
は
頗

る
少

か

つ
た
。
此
σ
憾
を

夙

に
感
ぜ
ら
れ

て

「
株
式
會

耐
脛
濟
論
」
d
を
出

版
せ
ら
れ
た

の

は
現
東
京
商
大
學

長
上
田
貞

次
郎
博

士

で
そ
れ
は
大

正
二
年

の

こ
と
に
属
す
る
。

併

し
な

が
ら
上

田
博
士

の
さ

の
書
は
初
版
刊

行
以
來
二
十
年

以
上
を
経

て
居
り
、

訂

正
増
補

版
が
出
た

の
も

關
東

大
震

災
以
前

の
こ
と
で
あ

る
の
で
、

「
薪

し

い
材
料
を
附

加
す
る
こ
と
が
望
ま

し
く
、

上
田
先
生

は
屡
私

に

(
増
地
博

士

を
指
す
)

こ
の
大
役
を
仰
付

け
ら
れ
た

の
で
あ

る
が
、
何
分

に

も

こ
の
劃

期
的

の
名

著
に
筆

を

加

へ
る
こ
と
が
恐
ろ
し

い
と

い




