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ドイツ法における指図引受（Annahme der Anweisung）の受容

ド
イ
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に
お
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る
指
図
引
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e der A

nw
eisung
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一　

は
じ
め
に

　

指
図
（delegatio, assignatio, délégation, A

nw
eisung

）
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
銀
行
振
込
な
ど
の
資
金
移
動
取
引
に
法

的
基
礎
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
理
論
に
近
年
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る）1
（

。
し
か
し
、
指
図
研
究
は
わ
が
国
で
は
ほ
ぼ
未
開
拓

の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
、
法
典
中
に
指
図
規
定
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る）2
（

。

　

本
稿
で
取
り
扱
う
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
（A

nw
eisung

）（
以
下
、「
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
」）
に
つ
い
て
も
、
決
し
て
先
行

研
究
が
充
実
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る）3
（

。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
も
、
主
と
し
て
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
そ
れ

自
体
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
引
受
、
い
わ
ゆ
る
指
図
引
受
（A

nnahm
e der A

nw
eisung, 

A
nw

eisungsakzept

）
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
ド
イ
ツ
法
へ
の
集
成
過
程
を
解
明
す
る
た
め
、
指
図
引
受
を
検
討
対
象
の
基
軸
に
据

え
る
こ
と
に
す
る
。
本
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
に
関
す
る
一
般
的
事
項
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
淵
源
は
、
一
九
世
紀
後
半
ま
で
、
一
二
、
三
世
紀
の
商
業
実
務
の
な
か
か
ら
誕
生
し
たassignatio

（
以

下
、「
ア
シ
グ
ナ
チ
オ）

4
（

」）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
古
く
ロ
ー
マ
法
上
の
指
図
（delegatio

）（
以
下
、「
デ
レ
ガ
チ

オ
）
（
（

」）
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
デ
レ
ガ
チ
オ
は
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
を
も
包
含
す
る
非
常
に
広
範
な
理
論
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る）6
（

。

　

ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
法
的
性
質
は
、
現
在
で
は
、
二
重
授
権
（D

oppelerm
ächtigung

）、
つ
ま
り
、
指
図
人
に
よ
る
、
受
取

人
に
対
す
る
授
権
お
よ
び
被
指
図
人
に
対
す
る
授
権
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る）（
（

。
か
か
る
授
権
は
、
そ
れ
自
体
か
ら
は
当
事
者
に

い
か
な
る
義
務
も
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
な
い
。
被
指
図
人
は
、
受
取
人
に
対
し
て
給
付
を
な
す
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

同
様
に
、
受
取
人
は
、
被
指
図
人
か
ら
給
付
を
取
り
立
て
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
が
実
行
さ
れ
る
か
否
か
は
、
少
な
く
と
も
被
指
図
人
の
意
思
に
従
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
受
取
人
は
、
早
急
に
被
指
図
人
が
自
分
に
対
し
て
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
多
大
な
る
関
心
を
払
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
指
図
引
受
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

指
図
引
受
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
七
八
四
条）8
（

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
条
に
よ
る
と
、
指
図
引
受
は
、
指
図
証
券
に
も
と
づ
く
被
指

図
人
に
よ
る
書
面
上
の
記
載
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
独
立
の
拘
束
力
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
間
に
給
付
関
係
が
形
成
さ
れ
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
義
務
は
、
指
図
人
と
被
指

図
人
と
の
間
の
原
因
関
係
（
資
金
関
係
）、
お
よ
び
指
図
人
と
受
取
人
と
の
間
の
原
因
関
係
（
対
価
関
係
）
に
存
す
る
原
因
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
無
因
的
（abstrakt
）
効
力
を
有
す
る
の
で
あ
る）9
（

。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
指
図
引
受
の
有
効
性
は
、
当
初
よ
り
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通

法
学
の
な
か
で
徐
々
に
承
認
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
指
図
引
受
に
は
い
か
な
る
理
論
的
問
題
が
あ
り
、
学
説
は
こ
れ
を
ど
の
よ

う
に
超
克
し
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
指
図
引
受
の
有
効
性
に
関
す
る
学
説
の
論
争
を
概
観
し
、
そ
の
受
容
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
ザ
ル
ピ
ウ
ス
に
よ
る
著
作
が
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
で
は
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
以
前
と
以
後
に
区
別
し
て
学
説
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

二　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
以
前
─
─
手
形
引
受
（W

echselakzept

）
と
の
関
係

　

一
九
世
紀
前
半
に
は
、
為
替
手
形
の
引
受
す
な
わ
ち
手
形
引
受
の
有
効
性
は
す
で
に
承
認
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ

ツ
普
通
法
学
説
上
、
商
業
取
引
お
よ
び
非
商
業
取
引
に
お
け
る
指
図
引
受
の
有
効
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
に
関
し
て
は
見
解
の
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一
致
を
み
て
い
な
い
。

　

一
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説
に
お
い
て
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
（
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
）
の
法
的
性
質
は
、
指
図
人
の

二
つ
の
委
任
の
結
合
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
の
本
質
は
、
一
方
で
は
、
被
指

図
人
に
、
受
取
人
に
対
し
て
何
ら
か
の
も
の
（
た
い
て
い
は
金
銭
）
を
与
え
る
た
め
の
、
他
方
で
は
、
受
取
人
に
対
し
て
、
指
図
さ

れ
た
も
の
を
被
指
図
人
か
ら
受
領
す
る
た
め
の
、
指
図
人
の
二
重
委
任
（doppelter A

uftrag

）
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
被
指
図
人
の
指
図
の
引
受
は
、
沿
革
的
に
は
、
ま
ず
被
指
図
人
の
指
図
人
に
対
す
る
委
任
を
承
諾
す
る
意
思
表
示
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
七
八
四
条
に
結
実
し
た
現
在
の
意
味
に
お
け
る
引
受
は
、
被
指
図
人
が
受
取
人
に

対
し
て
独
立
に
債
務
負
担
を
基
礎
づ
け
る
。

　

こ
の
引
受
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
被
指
図
人
は
受
取
人
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
特
殊
な
債
務
関
係
と

な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
指
図
人
は
、
受
取
人
に
対
し
て
は
、
独
立
し
て
義
務
を
負
う
な
ん
ら
の
カ
ウ
ザ
（causa

）
も
有
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
被
指
図
人
が
受
取
人
に
負
担
す
る
債
務
は
、
前
述
の
と
お
り
、
原
因
と
の
効
力
的
牽
連
性
が
切
断
さ
れ
た
無
因
的
効
力

を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
効
力
は
、
当
時
、
手
形
引
受
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
非
常
に
例
外
的
な
も
の

で
あ
っ
た
た
め
、
指
図
引
受
の
有
効
性
そ
れ
自
体
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
一
）　
ロ
イ
ヒ
ス
（Johann M

ichael Leuchs

）

　

ロ
イ
ヒ
ス
は
、
引
受
に
よ
る
厳
格
な
拘
束
力
は
手
形
引
受
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
商
人
お
よ
び
非
商
人
の
指
図
引

受
に
つ
い
て
は
、
そ
の
拘
束
力
を
認
め
て
い
な
い
。

　

他
地
で
支
払
う
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
は
、
た
し
か
に
、
振
出
さ
れ
た
手
形
証
書
の
ご
と
く
機
能
す
る
。
た
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だ
し
、
手
形
法
が
要
求
す
る
手
形
引
受
人
お
よ
び
手
形
呈
示
人
の
厳
格
な
拘
束
力
は
こ
こ
で
は
適
用
さ
れ
な
い）（（
（

。

　

わ
れ
わ
れ
が
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
振
出
す
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
債
権
の
取
立
て
を
銀
行
に
依
頼
す
る
場
合
で
あ
る
と
い

う
。
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
銀
行
に
厳
格
な
取
立
期
日
の
遵
守
を
促
し
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
債
務
者
に
厳
密
な

支
払
い
を
遵
守
さ
せ
た
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
手
形
証
券
の
代
わ
り
に
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
が
選
ば
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
は
通
常
、
手
形
法
の
規
制
に
は
服
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
所
持
人
が
こ
れ
を
呈
示
し
、
所
持
人
に
取
り
立
て
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
も
、
彼
は
そ
の
た
め
に
責
任
を
負
う

こ
と
は
な
い
。
同
様
に
、
支
払
人
が
満
期
に
支
払
い
を
な
す
よ
う
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
引
き
受
け
、
そ
の
た
め
に
所
持
人
が
ア
ン

ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
振
出
し
て
も
ら
っ
た
場
合
で
さ
え
、
支
払
人
は
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
引
き
受
け
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
こ
れ
も
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
が
手
形
法
の
適
用
を
受
け
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ロ
イ
ヒ
ス
は
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
場
合
に
は
支
払
人
が
こ
れ
を
引
き
受
け
る
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
く
、
こ

れ
を
引
き
受
け
た
と
し
て
も
、
手
形
法
が
要
求
す
る
手
形
引
受
の
厳
格
な
拘
束
力
は
生
じ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
二
）　
ギ
ュ
ン
タ
ー
（C

arl Friedrich G
ünther

）

　

つ
ぎ
に
、
当
時
の
文
献
の
な
か
で
多
く
の
引
用
が
あ
る
、
ヴ
ァ
イ
ス
ケ
（Julius W

eiske

）
の
法
律
辞
典
に
お
け
る
ギ
ュ
ン
タ
ー

の
見
解
を
み
て
ゆ
こ
う
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、
ロ
イ
ヒ
ス
の
見
解
と
は
対
照
的
に
、
指
図
引
受
の
有
効
性
を
例
外
的
に
承
認
し
て
い
る
。

　

本
来
の
意
味
に
お
け
る
引
受
（A

cceptation

）
は
、
為
替
手
形
（T

ratte

）
の
場
合
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
商
人
指
図

（kaufm
ännischen A

nw
eisung

）
（（
（

）、
お
よ
び
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
基
礎
に
置
く
手
形
（W

echsel

）、
つ
ま
り
為
替
手
形

（W
echseltratte

）
の
場
合
に
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
。
引
受
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
事
柄
の
性
質
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
行
為
の

完
全
性
の
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
い
う
。
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そ
し
て
、
引
受
は
、
支
払
人
（
ま
た
は
予
備
支
払
人
な
ど
の
支
払
人
の
代
わ
り
に
支
払
い
に
参
加
す
る
者
）
の
意
思
表
示
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
彼
は
自
分
宛
て
に
振
出
さ
れ
た
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
ま
た
は
為
替
手
形
を
支
払
う
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
者

が
引
受
の
意
思
表
示
を
与
え
る
か
ぎ
り
、
こ
の
者
は
引
受
人
と
呼
ば
れ
る
と
い
う）（（
（

。

　

商
業
取
引
以
外
の
通
常
の
取
引
に
用
い
ら
れ
る
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
で
は
、
例
外
的
に
で
は
あ
る
が
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す

る
支
払
義
務
が
生
ず
る
場
合
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

受
取
人
が
指
図
人
に
対
し
て
既
存
債
権
を
有
し
て
お
り
、
指
図
人
が
、
被
指
図
人
に
対
す
る
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
（
証
券
）
を
受

取
人
に
与
え
た
場
合
に
、
被
指
図
人
か
ら
の
支
払
い
の
履
行
を
も
っ
て
、
指
図
人
の
債
務
が
消
滅
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
受

取
人
が
こ
の
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
適
時
に
呈
示
す
る
こ
と
な
く
、
受
取
人
が
指
図
人
に
対
し
て
、
原
因
関
係
上
の
既
存
債
権
を
行

使
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
指
図
人
の
側
で
は
、
受
取
人
の
か
か
る
遅
滞
に
よ
り
損
失
が
生
じ
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
被
指
図

人
が
指
図
人
の
債
務
者
で
あ
り
、
満
期
時
に
は
支
払
能
力
を
有
し
て
お
り
、
支
払
準
備
が
完
了
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に

支
払
不
能
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
指
図
人
が
こ
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
受
取
人
の
既
存
債
権
の
行
使
を
拒
み
う
る
か

と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

　

被
指
図
人
の
側
で
は
、
受
取
人
は
被
指
図
人
を
訴
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
引
受
お
よ
び
支
払
い
を
強
制
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
指
図
人
が
、
受
取
人
に
委
任
の
履
行
を
約
束
し
た
場
合
、
こ
れ
に
よ
っ
て
被
指

図
人
は
受
取
人
に
対
し
て
独
立
し
た
拘
束
力
を
負
担
す
る
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

引
受
（A

cceptation

）
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
為
替
手
形
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の

引
受
は
異
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
が
引
受
の
た
め

に
呈
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
地
域
特
別
法
は
ど
こ
に
も
定
め
て
い
な
い
が
、
引
受
を
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
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り
、
書
面
的
引
受
（schriftliche A

cceptation

）
に
よ
っ
て
の
み
支
払
い
を
な
す
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
は
前

提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
、
引
受
の
な
か
に
は
、
一
方
で
は
、
為
替
手
形
振
出
人
か
ら
為
替
手
形
支
払
人
に
与
え
ら
れ
た
、
為
替
手
形
の
支
払
い

の
た
め
の
委
任
の
引
受
が
、
他
方
で
は
、
引
受
人
が
少
な
く
と
も
手
形
の
所
持
人
ま
た
は
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
所
持
人
に
、
引
き

受
け
ら
れ
た
金
額
を
支
払
う
よ
う
義
務
を
負
う
独
立
し
た
約
束
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
引
受
は
、
為
替
手
形
に
存
す

る
委
任
が
、
振
出
人
の
手
形
能
力
欠
缺
の
た
め
、
ま
た
は
、
為
替
手
形
の
要
式
に
誤
り
が
あ
っ
た
た
め
、
無
効
と
な
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
ま
た
、
引
受
人
を
義
務
づ
け
る
と
い
う）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
引
受
を
通
じ
た
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
独
立
し
た
拘
束
力
に
つ
い
て
は
肯
定
し
て
い
る
。

（
三
）　
ジ
ン
テ
ニ
ス
（C

arl Friedrich Ferdinand Sintenis

）

　

ギ
ュ
ン
タ
ー
と
同
じ
く
当
時
の
文
献
に
た
び
た
び
引
用
の
あ
る
ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
関
係
、
お
よ
び
指
図

引
受
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

被
指
図
人
が
受
取
人
に
特
殊
な
支
払
約
束
を
与
え
う
る
こ
と
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
被
指
図
人
は
受
取
人

と
特
殊
な
関
係
性
を
も
つ
に
至
り
、
た
と
え
ば
、
被
指
図
人
と
指
図
人
と
の
間
に
存
す
る
債
務
関
係
が
解
消
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

か
か
る
支
払
約
束
の
後
で
は
、
被
指
図
人
は
二
人
の
連
帯
債
権
者
（Correalgläubiger

）
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
指
図
人
は
、

恣
意
的
に
撤
回
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
因
債
権
を
ふ
た
た
び
行
使
し
う
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

　

な
お
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
に
よ
る
と
、
被
指
図
人
が
受
取
人
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
、
指
図
人
か
ら
指
図
さ
れ
て
い
た
場
合

に
は
、
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
関
係
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
た
関
係
に
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
合
に
は
、
デ
レ
ガ
チ
オ
、

除
約
（Exprom

ission

）
（（
（

）
あ
る
い
は
何
か
類
似
す
る
別
の
行
為
に
変
わ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
受
取
人
が
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
に
も
と
づ
い
て
被
指
図
人
に
照
会
し
て
支
払
い
を
な
す
よ
う
彼
に
要
求
し
、
そ
し
て
、
被
指

図
人
が
こ
れ
に
賛
同
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
給
付
の
種
類
や
時
期
な
ど
に
つ
い
て
商
議
が
な
さ
れ
る
場
合
に
、
つ
ね
に
、
そ
の
よ

う
な
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
特
殊
な
支
払
約
束
が
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
有
効
に
債
務
関
係
が
形
成
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
特
殊
事
情
が
第
一
の
決
定
要
因
に
な
り
う
る
。
そ
の
た
め
、
委
任
の
な
か
に
、
か
か
る
カ
ウ

ザ
が
探
し
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
支
払
約
束
を
場
合
に
よ
っ
て
は
有
効
で
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠

に
指
図
人
の
委
任
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
裏
付
け
る
ロ
ー
マ
法
文
の
確
実
な
例
を
見
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
に
よ
る
と
、
い
ま
で
は
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
の
行
為
の
基
礎
は
完
全
に
民
法
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う）（（
（

。
商
法

上
の
利
用
は
、
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
書
面
的
形
式
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
に
は
、
指
図
証
券
、
書
面
的
引
受
、
振
出
通
知
書
な
ど

が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
引
受
を
通
じ
て
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
間
の
固
有
の
債
務
関
係
が
発
生
す
る
と
い
う
本
質
的
変

更
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
と
同
様
に
、
被
指
図
人
が
受
取
人
に
対
し
て
義
務
を
負
担
す
る
場
合
が
あ
る
と

し
、
こ
れ
を
特
殊
な
支
払
約
束
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
そ
も
そ
も
指
図
人
が
被
指
図
人
に
対
し
て
、
受
取
人
に
義
務
を
負
担
す

る
よ
う
指
図
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
デ
レ
ガ
チ
オ
そ
の
他
の
別
の
行
為
に
な
る
と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ン
テ
ニ

ス
は
い
わ
ゆ
る
義
務
設
定
指
図
（delegatio obligandi vel delegatio prom

ittendi

）
（（
（

）
に
つ
い
て
は
デ
レ
ガ
チ
オ
、
支
払
指
図
に
つ

い
て
は
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
と
い
う
住
み
分
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
今
で
は
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
の
基
礎
が
民
法
に
置
か
れ
て
お
り
、
商
法
上
の
利
用
の
場
合
に
は
書
面
的
形

式
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
特
殊
な
支
払
約
束
は
書
面
に
よ
ら
ず
に
有
効
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
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（
四
）　
テ
ー
ル
（H

einrich Thöl

）

　

テ
ー
ル
に
よ
る
と
、
受
取
人
が
、
指
図
人
の
助
力
な
く
、
自
己
の
権
限
に
も
と
づ
い
て
被
指
図
人
か
ら
支
払
い
を
取
り
立
て
よ
う

と
す
る
場
合
、
商
業
取
引
に
お
い
て
は
、
受
取
人
が
独
自
に
約
束
を
得
よ
う
と
す
る
引
受
の
た
め
の
呈
示
が
つ
ね
に
必
要
で
あ
り
、

被
指
図
人
が
引
受
に
よ
っ
て
、
独
自
に
自
己
の
指
図
人
に
対
す
る
関
係
に
依
存
し
な
い
支
払
約
束
を
受
取
人
に
与
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
い
う）（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
普
通
法
上
で
は
、
こ
の
約
束
の
有
効
性
は
非
常
に
疑
わ
し
い
、
む
し
ろ
確
実
に
無
効
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ

な
ら
、
引
受
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
こ
の
約
束
は
、
純
粋
金
銭
支
払
約
束
（reines Sum

m
en-

versprechen

）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
約
束
は
、
手
形
（W

echsel

）
の
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形
約
束

（W
echselversprechen

）
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
有
効
な
約
束
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
約
束
が
金
銭
支
払
約
束
で
あ
り
、
か

つ
手
形
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
有
効
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
法
令
の
規
定
に
よ
る
例
外
で

あ
る
。

　

金
銭
支
払
約
束
は
、
本
来
は
、
つ
ま
り
特
別
な
例
外
を
除
け
ば
、
明
ら
か
に
無
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
約
束
は
、
金
銭

支
払
以
外
何
も
な
く
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
既
存
関
係
と
は
無
関
係
に
約
束
さ
れ
る
た
め
、
債
務
原
因
（causa debendi

）
が
欠
如
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
（
原
因
不
記
載
証
書
（cautio indiscreta

） 

は
同
様
の
約
束
を
含
む
）、
現
行
法
上
、
そ
の
よ
う
な
約
束
は
無
効
と
な

る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

自
己
の
債
務
で
あ
れ
他
者
の
債
務
で
あ
れ
、
債
務
を
支
払
う
約
束
は
有
効
で
あ
る
。
債
務
額
を
支
払
う
約
束
も
ま
た
有
効
で
あ
る
。

し
か
し
、
単
に
金
銭
を
支
払
う
約
束
、
す
な
わ
ち
、
純
粋
な
金
銭
支
払
約
束
は
無
効
で
あ
り
、
例
外
的
に
、
こ
の
約
束
が
手
形
上
で
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与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
有
効
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

テ
ー
ル
は
、
こ
の
例
外
を
「
手
形
法
の
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
へ
の
適
用
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
商
人
指
図
へ
と
拡
張
し
て

い
る
が）（（
（

、
前
述
の
と
お
り
、
手
形
法
的
特
徴
を
備
え
た
商
業
取
引
以
外
の
取
引
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
テ
ー
ル
は
こ
の
よ

う
な
約
束
の
有
効
性
を
承
認
し
て
い
な
い
。

　

な
お
、
テ
ー
ル
の
前
記
見
解
は
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
と
デ
レ
ガ
チ
オ
と
の
理
論
的
区
別
に
も
関
係
し
て
い
る
。

　

テ
ー
ル
は
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
法
的
性
質
を
指
図
人
の
二
重
委
任
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン

グ
を
お
こ
な
う
場
合
、
あ
る
者
（
指
図
人
）
は
、
他
者
（
被
指
図
人
）
が
第
三
者
（
受
取
人
）
に
支
払
い
を
な
し
、
第
三
者
が
そ
れ
を

受
領
す
る
た
め
の
委
任
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
指
図
人
は
、
被
指
図
人
お
よ
び
受
取
人
に
、
支
払
委
任
（Zahlungsm

andat

）
お

よ
び
取
立
委
任
（Einkassierungsm

andat

）
と
い
う
二
重
の
委
任
を
与
え
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
テ
ー
ル
は
、
デ
レ
ガ
チ
オ
の
法
的
性
質
も
ま
た
、
二
重
の
委
任
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
レ
ガ
チ

オ
に
よ
っ
て
、
あ
る
者
（
指
図
人
）
が
他
者
（
被
指
図
人
）
に
、
第
三
者
あ
る
い
は
そ
の
代
わ
り
の
者
（
受
取
人
）
に
対
し
て
約
束
を

な
す
よ
う
委
任
し
、
多
く
の
場
合
、
指
図
人
が
受
取
人
に
こ
の
約
束
を
引
き
受
け
る
よ
う
委
任
す
る
。

　

ま
た
、
既
存
の
債
務
関
係
は
デ
レ
ガ
チ
オ
の
要
素
で
は
な
く
、
デ
レ
ガ
チ
オ
に
よ
っ
て
新
債
務
者
が
旧
債
務
者
と
交
替
す
る
、
あ

る
い
は
新
債
権
者
が
旧
債
権
者
と
交
替
す
る
関
係
と
見
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う）（（
（

。
デ
レ
ガ
チ
オ
は
、
指
図
人
と
被
指
図
人
と

の
間
の
約
束
を
す
る
た
め
の
委
任
、
指
図
人
と
受
取
人
と
の
間
の
約
束
を
受
け
さ
せ
る
委
任
、
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
間
の
約
束

と
い
う
関
係
三
者
の
同
意
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

さ
ら
に
テ
ー
ル
に
よ
る
と
、
デ
レ
ガ
チ
オ
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
委
任
が
、
ロ
ー
マ
法
に
し
た
が
え
ば
、
口
頭
で
も
書
面
で
も
、

明
示
的
に
で
も
黙
示
的
に
で
も
与
え
ら
れ
、
承
諾
さ
れ
う
る
と
し
、
今
日
で
は
、
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
間
の
約
束
に
つ
い
て
も

同
様
の
こ
と
が
い
え
る
と
い
う）（（
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
テ
ー
ル
は
、
デ
レ
ガ
チ
オ
は
更
改
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
見
解
を
否
定
し
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
と
デ
レ

ガ
チ
オ
と
は
、
二
重
の
委
任
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
両
者
の
峻
別
は
、
被
指
図
人
の

受
取
人
に
対
す
る
債
務
負
担
を
認
め
る
の
か
否
か
に
あ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
五
）　
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
（Rudolph Schlesinger

）

　

こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
は
、
商
業
取
引
以
外
の
取
引
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
指
図
引

受
の
有
効
性
を
承
認
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
今
で
は
為
替
手
形
お
よ
び
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
は
、
証
券
上
に
定
め
ら
れ
た
書
面
上
の
支
払
人
ま
た
は
被
指
図
人
の

引
受
が
、
形
式
的
契
約
（Form

alkontrakt

）
（（
（

）
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
、
支
払
人
ま
た
は
被
指
図
人
が
、
手
形
受
取
人
ま
た
は
受
取
人
に
対
し
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
振
出
人
に
対
し
て
も

ま
た
、
手
形
ま
た
は
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
満
期
に
呈
示
し
た
当
事
者
の
も
と
で
、
委
任
に
し
た
が
い
、
当
該
金
額
の
支
払
い
を
な

す
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う）（（
（

。
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
は
、
手
形
法
の
規
定
が
、
類
推
的
に
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
に
も
適
用
さ
れ

う
る
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
は
、
振
出
人
ま
た
は
指
図
人
の
支
払
委
任
は
、
従
来
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
引
受
を
通
じ
て
義
務
づ
け
ら

れ
る
た
め
の
委
任
と
し
て
も
締
結
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
引
受
の
義
務
的
効
力
が
当
然
に
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
と
し

つ
つ
も
、
疑
う
余
地
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
い
う）（（
（

。

　

さ
ら
に
、
指
図
引
受
の
形
式
的
性
質
は
、
手
形
引
受
と
の
類
推
に
達
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
つ
ま
り
、
慣
習
的
形
式
で
作
成

さ
れ
た
受
取
人
に
手
渡
さ
れ
た
書
面
的
な
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
で
、
か
つ
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
自
体
に
も
と
づ
い
た
書
面
的
引
受
と

し
て
の
み
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
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し
か
し
な
が
ら
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
は
、
商
人
の
も
と
で
の
商
人
指
図
と
、
そ
れ
以
外
の
者
の
も
と
で
の
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ

と
の
間
で
、
前
者
に
の
み
引
受
が
形
式
的
契
約
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
実
際
上
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ

ン
グ
が
商
業
取
引
に
お
い
て
非
常
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う）（（
（

。

（
六
）　
小
括

　

ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
に
は
指
図
人
を
起
点
と
す
る
三
当
事
者
が
介
在
す
る
。
被
指
図
人
は
指
図
人
と
の
資
金
関
係
に
も
と
づ
い
て
、

受
取
人
は
指
図
人
と
の
対
価
関
係
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
動
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
指
図
引
受
の
当
事
者
で
あ
る
被
指
図
人
と
受
取
人
の
関
係
に
お
い
て
、
被
指
図
人
は
受
取
人
に
独
立
し
て
債
務
を
負

担
す
る
原
因
を
有
し
て
お
ら
ず
、
受
取
人
も
ま
た
独
自
に
被
指
図
人
か
ら
債
権
を
取
得
す
る
原
因
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
当
事
者
間
で
、
債
務
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
こ
れ
が
争
点
と
な
り
、
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
ド
イ
ツ

普
通
法
学
説
は
、
か
か
る
約
束
は
（
原
則
）
無
効
と
解
す
る
の
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
貫
徹
す
れ
ば
、
商
人
が
用
い
よ
う
と

そ
れ
以
外
の
者
が
用
い
よ
う
と
、
口
頭
で
あ
ろ
う
と
書
面
で
あ
ろ
う
と
、
指
図
引
受
の
効
力
は
生
じ
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
ロ

イ
ヒ
ス
は
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
引
受
の
効
力
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
が
手
形
引
受
で
あ
る
。
為
替
手
形
の
支
払
人
が
、
受
取
人
そ
の

他
の
手
形
の
呈
示
を
な
し
た
者
に
対
し
て
書
面
的
引
受
を
な
す
と
、
そ
れ
以
後
、
支
払
人
（
引
受
人
）
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
手
形

債
務
を
負
担
す
る
。
当
時
、
こ
の
よ
う
な
例
外
は
、
手
形
に
関
す
る
法
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
特
殊
例
外
的
な
効
果
で
あ
る
と
解

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
引
受
と
は
、
そ
も
そ
も
法
令
上
の
具
体
的
制
度
、
と
り
わ
け
為
替
手
形
に
固
有
の
制
度
で
あ
る
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

指
図
引
受
は
、
当
然
な
が
ら
手
形
法
令
の
適
用
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
商
業
取
引
に
お
い
て
書
面
的
な
ア
ン
ヴ
ァ
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イ
ズ
ン
グ
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
手
形
引
受
の
ご
と
く
こ
れ
に
効
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
登
場
す
る
よ
う

に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
の
共
通
認
識
と
し
て
、
指
図
引
受
と
い
う
制
度
の
起
源
は
、
商
業
実
務
の
な
か
で
誕
生
し
た
書
面
的

ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
な
か
に
見
出
さ
れ
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
為
替
手
形
と
の
類
似
性
か
ら
、
手
形
引
受
の
有
効
性
を
書
面
的

指
図
引
受
に
ま
で
及
ぼ
し
う
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
多
く
の
文
献
で
は
、
商
業
取
引
で
用
い
ら
れ
る
書
面
的
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
指
図
引
受
の
有
効
性
が
積

極
的
に
顧
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
は
、
商
業
取
引
以
外
で
あ
っ
て
も
指
図
引
受
の
有
効
性
を

否
定
し
て
い
な
い
点
で
異
色
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
世
紀
も
中
葉
に
至
る
と
、
ロ
ー
マ
法
の
デ
レ
ガ
チ
オ
に
関
す
る
研
究
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
近
世
以
降
、
デ
レ
ガ
チ
オ
は
更
改
の
一
種
で
あ
る
と
の
理
解
が
多
世
紀
に
亘
っ
て
支
配
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
六

世
紀
の
学
説
に
よ
る
と
、
デ
レ
ガ
チ
オ
は
、
指
図
人
が
被
指
図
人
の
債
権
者
で
あ
り
、
同
時
に
受
取
人
の
債
務
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
。
そ
の
後
、
被
指
図
人
が
受
取
人
に
、
問
答
契
約
を
通
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
債
務
者
の
交
替
と
債
権

者
の
交
替
と
い
う
二
重
の
更
改
が
生
ず
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
、
近
世
初
頭
に
お
い
て
「
デ
レ
ガ
チ
オ
は
つ

ね
に
更
改
を
と
も
な
う
（In delegatione sem

per inest novatio

）」
と
い
う
規
範
が
打
ち
立
て
ら
れ
た）（（
（

。

　

こ
の
デ
レ
ガ
チ
オ
の
解
釈
は
、
一
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
い
ま
だ
健
在
で
あ
り
、
通
説
は
、
デ
レ
ガ
チ
オ
に
は
、
被
指
図
人
の

指
図
人
に
対
す
る
既
存
債
務
か
、
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
既
存
債
務
か
の
い
ず
れ
か
の
更
改
を
要
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
従
来
の
解
釈
に
対
し
、
そ
の
後
の
学
説
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
テ
ー
ル
は
、
既
存
の
債
務
関
係
、
延
い
て

は
更
改
が
デ
レ
ガ
チ
オ
に
と
っ
て
本
質
的
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
お
り）（（
（

、
デ
レ
ガ
チ
オ
が
更
改
の
一
種
で
は
な
い
こ
と
は
そ
の

後
の
学
説
の
賛
同
を
得
る
に
至
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
よ
り
思
い
が
け
ず
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
と
デ
レ
ガ
チ
オ



346

法学研究 89 巻 1 号（2016：1）

は
更
改
の
有
無
と
い
う
点
で
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
デ
レ
ガ
チ
オ
に
と
っ
て
更
改
が
本
質
的
で
は
な
い
と
い
う
場
合
、
こ
れ

ら
を
隔
て
る
基
準
が
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
指
図
に
よ
り
被
指
図
人
が
受
取
人
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
場
合
に
、
指
図
人
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
委

任
が
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
債
務
負
担
に
向
け
ら
れ
て
い
た
場
合
に
は
デ
レ
ガ
チ
オ
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
ア
ン
ヴ
ァ

イ
ズ
ン
グ
と
い
う
区
別
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

テ
ー
ル
も
、
デ
レ
ガ
チ
オ
の
法
的
性
質
を
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
と
同
じ
く
二
重
の
委
任
で
あ
る
と
解
し
つ
つ
も
、
デ
レ
ガ
チ
オ
は

約
束
に
向
け
ら
れ
た
委
任
で
あ
る
と
し
て
、
指
図
人
に
よ
る
委
任
が
約
束
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
区
別
の
基
準
で
あ
る
と

解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
う
え
で
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
場
合
に
は
、
手
形
引
受
に
類
似
す
る
ほ
ん
の
わ
ず
か
な

例
外
を
除
い
て
、
指
図
引
受
の
有
効
性
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ー
ル
は
こ
の
区
別
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
指
図
引
受
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
手
形
引
受
と
の
関
係
に
加
え
て
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
は
デ
レ
ガ
チ
オ
と
の

関
係
で
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
前
述
の
と
お
り
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
新
理
論
に
よ
っ
て
新
た
な
局
面

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
見
解
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
の
後
の
議
論
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
お
よ
び
そ
れ
以
降
─
─
デ
レ
ガ
チ
オ
と
の
関
係

（
一
）　
ザ
ル
ピ
ウ
ス
（Botho von Salpius

）

　

一
九
世
紀
後
半
の
指
図
引
受
の
有
効
性
に
関
す
る
議
論
は
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
著
作
を
通
じ
て
、
新
た
な
刺
激
を
受
け
た
。
ザ
ル
ピ

ウ
ス
は
、
一
八
六
四
年
に
刊
行
し
た
著
作
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
の
デ
レ
ガ
チ
オ
が
更
改
と
は
別
個
独
立
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
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ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
（
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
）
が
、
中
世
ド
イ
ツ
の
創
作
物
な
の
で
は
な
く
、
デ
レ
ガ
チ
オ
に
包
摂
さ
れ
る
概
念
で
あ
る

と
し
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
理
論
が
ロ
ー
マ
法
と
連
続
性
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
。

　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
広
義
の
デ
レ
ガ
チ
オ
は
、
給
付
が
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
（iussus

）
に
も
と
づ
い
て
任
意
の
性
質
を
生
ぜ
し

め
る
す
べ
て
の
場
合
を
包
摂
す
る
。
そ
し
て
、
狭
義
の
デ
レ
ガ
チ
オ
は
、
信
用
指
図
（Creditanw

eisung

）、
す
な
わ
ち
、
権
利
の

創
設
を
給
付
の
本
旨
と
す
る
特
殊
な
場
合
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

詳
述
す
る
と
、
デ
レ
ガ
チ
オ
（
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
、D
elegare aliquem

）
は
、
与
え
る
こ
と
（dare

）
を
目
的
と
し
て
い
る
か
、

約
束
す
る
こ
と
（prom

ittere
）
を
目
的
と
し
て
い
る
か
、
で
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
主
要
な
場
面
は
、
金
銭
の
支
払

い
で
あ
り
、
支
払
指
図
（Zahlungsanw

eisung

）
に
関
し
て
デ
レ
ガ
チ
オ
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
は
前
者
の
主
要
事
例
で

あ
る
。
後
者
は
、
通
常
問
答
契
約
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
義
務
の
引
受
で
あ
り
、
こ
れ
は
信
用
指
図
と
呼
ば
れ
る）（（
（

。
ザ
ル
ピ
ウ
ス
は
、

被
指
図
人
が
問
答
契
約
に
よ
り
受
取
人
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
否
か
で
、
支
払
指
図
と
信
用
指
図
と
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
無
論
、
指
図
引
受
に
関
係
が
あ
る
の
は
、
信
用
指
図
で
あ
る）

（（
（

）。

　

さ
ら
に
、
信
用
指
図
の
場
合
に
は
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
債
務
が
、
資
金
関
係
ま
た
は
対
価
関
係
に
依
存
す
る
指
定
問

答
契
約
（titulierte Stipulation

）
方
式
で
あ
る
か
、
原
因
関
係
上
の
債
権
へ
何
ら
の
関
係
づ
け
も
な
く
存
在
し
う
る
無
因
問
答
契

約
（abstrakte Stipulation

）
方
式
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
指
定
指
図
（titulierten D

elegation

）
と
純
粋
指
図
（reine 

D
elegation

）
（（
（

）
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
前
提
の
う
え
で
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
は
、
指
図
引
受
を
無
制
限
に
有
効
で
あ
る
と
み
な
し
た
。

　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
従
来
、
引
受
は
、
ロ
ー
マ
法
と
の
有
機
的
関
連
性
が
ま
っ
た
く
な
い
普
通
法
上
の
制
度
で
あ
る
ア
ン

ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
に
人
工
的
に
継
ぎ
足
さ
れ
た
異
国
的
成
果
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
同
制
度
に
関
す
る
難
解
な
問
題
は
解
消

さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
解
決
は
断
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
主
要
な
基
本
概
念
が
欠
け
て
お
り
、
例
外
的
に
引
受
が
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許
容
さ
れ
る
慣
習
法
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
も
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

引
受
は
、
手
形
形
式
で
な
さ
れ
る
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
ザ
ル
ピ

ウ
ス
は
、
先
の
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
の
見
解
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
指
図
引
受
と
は
、（
原
因
関
係

の
）
消
滅
的
効
果
を
奪
わ
れ
た
、
ロ
ー
マ
の
指
図
問
答
契
約
（D

elegationsstipulation

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
は
こ
の
指
図
問
答
契
約
の
例
と
し
て
、
確
定
額
（certa pecunia

）
の
支
払
い
に
向
け
た
純
粋
な
（
つ
ま
り
無
因
的
な

reine

）
形
式
に
お
け
る
指
図
問
答
契
約
の
例
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
は
Ｂ
に
対
し
て
、
彼
の
計
算
で
、
Ｃ
に
一
〇
〇
を
約
束

す
る
よ
う
指
図
す
る
（iubeo

）。
そ
れ
と
同
時
に
、
Ａ
は
Ｃ
に
、
Ｂ
か
ら
問
答
契
約
を
通
じ
て
一
〇
〇
の
債
権
を
取
得
す
る
可
能
性

を
開
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｂ
と
Ｃ
と
の
間
で
問
答
契
約
が
締
結
さ
れ
る
。
Ｃ
は
「
汝
は
一
〇
〇
を
与
え
る
と
誓
約
す
る
か
？

（Centum
 dari spondes?

）」
と
要
約
し
、
Ｂ
は
「
予
は
誓
約
す
る
（spondeo

）」
と
諾
約
す
る
。

　

現
行
法
が
、
あ
ら
ゆ
る
約
束
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
の
方
式
で
は
な
く
無
方
式
の
（
方
式
自
由
な
）
約
束
を
代
替
さ
せ

よ
う
と
す
る
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
現
在
の
指
図
引
受
を
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
指
図
問
答
契
約
に
は
、
二
つ
の
主
要
な
特
性
が
あ
る
と
い
う
。
第
一
の
特
性
は
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
実
体
的
な

基
礎
、
す
な
わ
ち
資
金
関
係
お
よ
び
対
価
関
係
へ
の
影
響
で
あ
る
。
指
図
問
答
契
約
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
債
務
は
、
現
金

（baares Geld

）（
決
済
）
の
ご
と
く
評
価
さ
れ
る）（（
（

。
し
か
し
、
指
図
問
答
契
約
の
消
滅
効
は
、
通
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な

い
）
（（
（

。
こ
の
特
性
は
、
現
行
法
の
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
で
は
失
わ
れ
て
お
り
、
受
容
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
特
性
は
、
契
約
当
事
者
の
間
で
の
指
図
問
答
契
約
の
効
力
、
す
な
わ
ち
、
新
た
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
債

務
の
性
質
に
関
係
す
る
。
指
図
問
答
契
約
は
、
そ
の
実
体
的
基
礎
（
原
因
関
係
）
に
も
と
づ
い
て
取
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
被
指

図
人
は
、
指
図
人
と
受
取
人
と
の
関
係
よ
り
生
ず
る
抗
弁
を
受
取
人
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
特
性
は
、
現

在
の
指
図
引
受
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る）（（
（

。
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ザ
ル
ピ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
引
受
人
が
指
図
人
よ
り
生
ず
る
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
第
二
の
特
性
は
、
近

代
法
の
発
明
品
な
の
で
は
な
く
、
学
説
彙
纂
四
六
巻
二
章
一
九
法
文
（
パ
ウ
ル
ス　

告
示
註
解
第
六
九
巻）

（（
（

）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
原

則
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う）（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
は
、
普
通
法
の
原
則
上
、
相
容
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
指
図
引
受

の
（
無
因
的
）
側
面
は
、
ま
さ
し
く
ロ
ー
マ
法
上
の
制
度
的
基
礎
と
完
全
な
連
続
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

テ
ー
ル
に
よ
る
、
指
図
引
受
が
純
粋
な
金
銭
支
払
約
束
と
し
て
無
効
で
あ
り
、
第
三
者
の
委
任
に
も
と
づ
い
て
い
て
も
な
お
、
有

効
に
は
な
り
え
な
い
と
の
主
張
は
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
正
確
と
は
い
え
な
い
債
務
原
因
の
解
釈
に
基
礎
を
置

く
誤
っ
た
推
論
で
あ
り
、
被
指
図
人
の
約
束
は
、
十
分
に
債
務
原
因
を
基
礎
づ
け
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
は
、
こ
れ
ま
で
近
代
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
発
明
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
引
受
制
度
の
淵
源
が
、

じ
つ
は
ロ
ー
マ
法
の
指
図
問
答
契
約
に
遡
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
手
形
法
の
例
外
規
定
の
類
推
適
用
と

い
う
視
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
指
図
引
受
の
有
効
性
を
ロ
ー
マ
法
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て
完
全
に
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
以
降
、
指
図
引
受
の
有
効
性
に
関
す
る
論
争
は
、
指
図
問
答
契
約
が
無
因
的
に
な
さ
れ
う
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と

を
主
な
争
点
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

（
二
）　
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
（H

einrich D
ernburg

）

　

デ
ル
ン
ブ
ル
ク
は
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　

デ
ル
ン
ブ
ル
ク
に
よ
る
と
、
被
指
図
人
は
受
取
人
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
指
図
引
受
を
通
じ
て
支
払
い
を
約
束
し
う
る
と
い
う
。

そ
れ
以
後
、
被
指
図
人
は
、
引
受
約
束
（A

nnahm
eversprechen

）
に
し
た
が
っ
て
拘
束
さ
れ
る）（（
（

。

　

こ
の
引
受
は
、
二
つ
の
異
な
る
意
味
に
お
い
て
生
じ
う
る
。
第
一
に
、
被
指
図
人
が
当
該
金
額
を
支
払
う
よ
う
絶
対
的
に
義
務
づ

け
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
被
指
図
人
は
、
指
図
人
に
対
す
る
関
係
か
ら
生
じ
た
抗
弁
を
受
取
人
に
対
抗
す
る
こ
と
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が
で
き
な
い
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
被
指
図
人
が
受
取
人
に
対
し
て
、
被
指
図
人
が
指
図
人
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
約
束
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ

の
場
合
に
は
、
被
指
図
人
は
、
引
受
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
指
図
人
に
対
し
て
有
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
抗
弁
を
も
っ
て
受
取
人

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
は
、
指
図
引
受
に
は
無
因
的
な
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
る
と
し
て
、
ザ
ル

ピ
ウ
ス
と
同
じ
く
無
因
的
指
図
引
受
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
無
因
的
指
図
引
受
は
、
為
替
手
形
に

お
け
る
引
受
制
度
の
類
推
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
に
ロ
ー
マ
法
と
の
連
続
性
の
な
か
で
独
自
に
有
効
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

（
三
）　
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
（Bernhard W

indscheid

）

　

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
無
因
的
指
図
引
受
が
、
普
通
法
上
の
取
引
に
お
い
て
有
効
性
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
に
、
明
確
に
は
答
え
て
い
な
い
。

　

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
被
指
図
人
が
受
取
人
に
対
し
て
約
束
を
な
し
た
の
と
同
時
に
、
指
図
人
が
も
は
や
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ

を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
法
原
則
の
説
明
に
関
連
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

被
指
図
人
は
、
約
束
を
支
払
い
に
先
行
さ
せ
、
支
払
い
の
不
可
避
性
を
独
自
に
形
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
指
図
人
が
、
彼
に
与

え
ら
れ
た
委
任
の
本
旨
に
お
い
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
ら
か
の
も
の
を
な
す
。

　

被
指
図
人
は
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
所
持
人
に
対
し
て
、
彼
が
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
引
き
受
け
る
（annim

m
t, acceptirt

）

こ
と
に
よ
っ
て
義
務
を
負
う
。
こ
の
被
指
図
人
の
約
束
は
純
粋
約
束
（reines V

ersprechen

）、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
契
約

（Form
alvertrag

）
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
前
述
し
た
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
見
解
と
テ
ー
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ル
の
見
解
と
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
が
、
そ
の
有
効
性
は
、
ド
イ
ツ
商
法
典
（
Ｈ
Ｇ
Ｂ
）
の
な
か
で
は
明
確
に
承
認
さ
れ
て

い
る
と
い
う）（（
（

。

（
四
）　
ヴ
ェ
ン
ト
（O

tto W
endt

）

　

ヴ
ェ
ン
ト
も
ま
た
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
見
解
を
踏
襲
し
、
指
図
引
受
が
ロ
ー
マ
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

　

ヴ
ェ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
デ
レ
ガ
チ
オ
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
今
日
の
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
と
符
合
す
る
。
今
日
の

生
活
の
な
か
で
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
を
研
究
す
る
者
が
、
こ
れ
を
後
世
に
お
け
る
デ
レ
ガ
チ
オ
の
代
替
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
評
価

す
る
の
は
正
当
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
際
に
は
こ
れ
と
同
一
物
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

今
日
の
判
例
の
な
か
に
デ
レ
ガ
チ
オ
の
事
例
を
見
出
さ
な
か
っ
た
者
は
、
た
ん
に
デ
レ
ガ
チ
オ
と
い
う
言
葉
の
み
を
探
し
求
め
た

だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
体
を
探
し
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
世
以
降
新
た
に
発
生
し
た
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
と
い
う
言
葉
も
ま

た
、
か
の
法
的
定
義）（（
（

に
誇
張
さ
れ
た
重
要
性
を
置
い
た
証
拠
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

ヴ
ェ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
指
図
人
の
指
図
が
約
束
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
支
払
指
図
が
な
さ
れ
た
後
、
被
指
図
人
が
受

取
人
と
問
答
契
約
を
締
結
し
た
と
し
て
も
、
ま
る
で
そ
れ
が
約
束
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
（
い
わ
ゆ
る
信
用

指
図
）
に
も
と
づ
い
て
生
じ
た
か
の
よ
う
に
、
通
常
の
問
答
契
約
と
な
ん
ら
異
な
る
意
義
お
よ
び
法
的
効
果
も
有
さ
な
い
と
い
う
。

　

ヴ
ェ
ン
ト
は
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
が
も
と
も
と
支
払
い
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
被
指
図
人
が
支
払
い
の
代
わ
り
に
た
ん
に
将

来
の
給
付
を
約
束
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
法
大
全
（Corpus Iuris
）
上
の
典
拠
に
は
事
欠
か
な
い
と
し
、
そ
の
一
例
と
し

て
、
学
説
彙
纂
一
六
巻
一
章
一
九
法
文
五
項
（
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス　

質
疑
録
第
四
巻
）
に
お
け
る
「
手
元
に
金
銭
を
有
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
（quia ad m

anum
 num

m
os non habebam

）」
と
い
う
箇
所
を
引
用
し
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
支
払
約
束
と
、
た
ん
に
約
束
に
向
け
た
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
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グ
に
も
と
づ
い
て
生
ず
る
問
答
契
約
と
は
法
的
に
統
合
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
づ
け
て
、
ヴ
ェ
ン
ト
は
、
指
図
引
受
を
非

商
人
指
図
に
お
い
て
普
通
法
上
無
効
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
テ
ー
ル
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
テ
ー
ル
の
見
解
は
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
テ
ー
ル
は
、
受
取
人
に
約
束
を
与
え
る
、
指
図
人
の
被
指
図

人
に
対
す
る
委
任
と
し
て
デ
レ
ガ
チ
オ
を
定
義
す
る
。
そ
の
際
に
、
デ
レ
ガ
チ
オ
は
、
一
定
の
（
既
存
の
）
債
務
関
係
は
本
質
的
で

は
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
テ
ー
ル
は
、
デ
レ
ガ
チ
オ
の
場
合
に
は
、
さ
ら
な
る
詳
論
な
く
、
被
指
図
人
の
約
束
が
有
効
で
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
、
す
な
わ
ち
、
給
付
に
向
け
た
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
場
合
に
は
、

テ
ー
ル
は
、
被
指
図
人
か
ら
受
取
人
に
与
え
ら
れ
た
支
払
約
束
を
、
純
粋
な
金
銭
約
束
と
し
て
、
無
効
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る）（（
（

。

　

第
二
に
、
指
図
引
受
は
、
テ
ー
ル
の
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
常
に
よ
く
債
務
原
因
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
指
図

引
受
が
債
務
原
因
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
根
拠
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
無
因
債
権
が
引
受
人
と
ア
ン

ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
所
持
人
と
の
間
の
関
係
か
ら
生
じ
、
事
実
と
し
て
そ
れ
ら
の
関
係
に
原
因
関
係
は
存
在
し
て
い
な
い
。
両
者
は
経

済
的
に
は
他
人
で
あ
り
、
相
互
に
何
ら
の
関
係
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
受
、
ロ
ー
マ
法
で
は
指
図
問
答
契

約
は
、
債
務
原
因
を
そ
の
背
後
に
有
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
本
質
に
徴
す
れ
ば
、
こ
の
債
務
原
因
は
、
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
関
係
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
両
当
事
者
の
第
三
者
、
す
な
わ
ち
指
図
人
に
対
す
る
関
係
で
見
出
さ
れ
る
。
資
金
関
係
お
よ
び
対
価
関
係
は
、
給
付
に
つ
い

て
と
同
様
、
被
指
図
人
の
約
束
（prom

issio

）
に
つ
い
て
も
経
済
的
な
基
礎
（Grundlage

）
を
与
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
テ
ー

ル
の
い
う
被
指
図
人
の
義
務
に
関
す
る
十
分
な
法
的
正
当
性
を
も
与
え
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

具
体
的
に
は
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
給
付
は
、
二
つ
の
異
な
る
給
付
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
二
つ
の
給
付

と
は
、
被
指
図
人
の
指
図
人
に
対
す
る
給
付
と
、
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
給
付
で
あ
り
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
給
付

は
、
経
済
的
に
も
法
的
に
も
こ
れ
ら
二
つ
の
給
付
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
と
い
う）（（
（

。
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四　

む
す
び
に

　

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説
を
振
り
返
る
と
、
中
葉
ま
で
は
指
図
引
受
の
有
効
性
に
つ
い
て
無
効
と
解
す
る
見
解
が
優
勢
で

あ
っ
た
。
有
効
性
の
理
論
的
障
碍
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
何
ら
原
因
関
係
の
存
し
な
い
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、

債
務
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
債
務
原
因
が
見
出
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
当
時
か
ら
、
為
替
手
形
の
引
受
は
有
効
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
手
形
法
令
の
力
に
よ
る
政
策
的
効
果
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
が
商
業
取
引
に
用
い
ら
れ
、
か
つ
被
指
図
人
が
手
形
引
受
と
同
様
に
受
取
人

に
書
面
的
支
払
約
束
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
に
効
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
が
生
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
一
九
世
紀
中
葉

ま
で
の
学
説
は
、
指
図
引
受
が
書
面
的
か
つ
商
業
取
引
に
用
い
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
手
形
法
を
類
推
す
る
と
い
う
方
法
で
、
限

定
的
に
そ
の
効
力
を
認
め
る
と
い
う
解
釈
を
展
開
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
八
六
四
年
に
ザ
ル
ピ
ウ
ス
が
上
梓
し
た
論
文
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
状
況
が
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
彼
は
ま
ず
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
が
中
世
ド
イ
ツ
の
創
作
物
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
考
え
方
を
根
底
か
ら
覆
し
、
ロ
ー
マ

法
上
の
デ
レ
ガ
チ
オ
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
指
図
引
受
の
理
論
的
基
礎
が
、
指
図
問
答
契
約
に
よ
り
被
指
図
人
が
義
務
を
負
う
デ
レ
ガ
チ
オ
に
あ
る
と
し
、
障

碍
と
な
っ
て
い
た
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
債
務
関
係
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
上
、
指
図
人
と
の
間
の
各
原
因
関
係
に
よ
り
債
務

原
因
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
指
図
引
受
の
有
効
性
は
、
手
形
法
と
は
関
係
な
く

（
そ
れ
ゆ
え
、
商
業
取
引
に
限
ら
ず
）
ロ
ー
マ
法
か
ら
直
截
に
、
理
論
的
問
題
な
く
承
認
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
見
解
は
後
の
学
説
の
賛
同
を
受
け
、
そ
れ
以
降
、
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
理
論
的
基
礎
が
デ
レ
ガ
チ
オ
に
置
か
れ
、
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指
図
引
受
も
指
図
問
答
契
約
に
濫
觴
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
、
指
図
引
受
は
、
制
度
自
体
は
中
世
以
降
の
商
業
実
務
の
な
か
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
理
論
的
に
は
手
形
法
の
類
推
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
法
上
の
指
図
問
答
契
約
の
ド
イ
ツ
法
的
発
現
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
商
業
取
引
に
限
ら
ず
そ
の
一
般
的
有
効
性
が
受
容
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
指
図
引
受
と
手
形
引
受
の
関
係
お
よ
び
商
法
典
上
の
商
人
指
図
と
の
関
係
等
が
残
さ
れ
た
課
題
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
他
日
を
期
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
１
）　

事
実
、
平
成
二
二
年
一
一
月
九
日
の
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
一
八
回
会
議
に
お
い
て
、
資
金
移
動
取
引
が
指
図
と

い
う
法
律
行
為
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
資
金
移
動
取
引
の
法
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
民
法
に
指

図
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
指
図
規
定
の
導
入
に
つ
い
て
は
肯
定
的
な
意
見
が
多
く
、
資
金

移
動
取
引
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
不
明
確
さ
は
、
個
別
の
問
題
に
関
す
る
判
例
の
集
積
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
体
系

的
な
立
法
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
具
体
的
な
立
法
提
案
が
示
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
現
実
的
な
立
法
課
題
と
す
る
ほ
ど
に
は
指
図
に
関
す
る
議
論
が
進
ん
で
い
な
い
と
の
理
由
で
本
提
案
は
採
用
さ
れ
る
に
至

ら
な
か
っ
た
。

（
２
）　

た
だ
し
、
当
事
者
の
交
替
に
よ
る
更
改
規
定
は
、
沿
革
的
に
は
指
図
の
命
脈
を
つ
な
ぐ
規
定
で
あ
る
（
拙
稿
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
指

図
論
─
わ
が
国
に
お
け
る
指
図
（délégation

）
の
継
受
」
法
学
政
治
学
論
究
九
二
号
（
二
〇
一
二
））。

（
３
）　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
大
西
耕
三
「
指
圖
に
就
て
」
論
叢
一
七
巻
五
号
（
一
九
二
七
）
七
六
〇
頁
、
伊
澤
孝
平
「
指
圖

（A
nw

eisung

）
の
本
質
（
一
）」
法
協
四
八
巻
一
一
号
（
一
九
三
〇
）
一
頁
な
ど
。

（
４
）　
「
ア
ッ
シ
ー
グ
ナ
ー
チ
オ
ー
」
と
表
記
す
る
の
が
正
確
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
５
）　
「
デ
ー
レ
ー
ガ
ー
チ
オ
ー
」
と
の
表
記
が
正
確
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
６
）　

詳
細
は
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
（A

nw
eisung

）
の
歴
史
的
展
開
」
帝
京
二
九
巻
二
号
（
二
〇
一
五
）。
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（
７
）　W

olfgang Fikentscher, A
ndreas H

einem
ann, Schuldrecht, 10 A

ufl., Berlin, 2006, 

§99, Rn.1380, S.68（.
（
８
）　

ド
イ
ツ
民
法
典
七
八
四
条
「
被
指
圖
人
ガ
指
圖
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
指
圖
證
書
受
取
人
ニ
對
シ
テ
給
付
ヲ
爲
ス
義
務
ヲ
負
フ;

被
指
圖
人
ハ
受
取
人
ニ
對
シ
、
引
受
ノ
效
力
ニ
關
ス
ル
異
議
又
ハ
指
圖
ノ
内
容
若
ハ
引
受
ノ
内
容
ヨ
リ
當
然
生
ズ
ル
異
議
又
ハ
被
指
圖
人

ガ
直
接
指
圖
證
書
受
取
人
ニ
對
シ
テ
有
ス
ル
異
議
ノ
ミ
ヲ
對
抗
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
。
引
受
ハ
指
圖
證
書
上
ノ
記
載
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
。

證
書
上
ノ
記
載
ガ
指
圖
證
書
受
取
人
ニ
對
ス
ル
交
付
前
ニ
爲
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
引
受
ハ
受
取
人
ニ
對
シ
テ
ハ
交
付
ノ
時
ヨ
リ
其
ノ
效
力

ヲ
生
ズ
。」
訳
は
、
柚
木
馨
・
上
村
明
廣
『
現
代
外
国
法
典
叢
書
（
二
）
獨
逸
民
法

［II］
債
務
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
五
）
七
七
一
頁
。

（
９
）　Fikentscher, H

einem
ann, a. a. O

. (Fn.（), 

§99, Rn.1381, S.68（.

（
10
）　

納
富
義
光
『
手
形
法
に
於
け
る
基
本
理
論
』（
新
青
出
版
・
復
刻
版
・
一
九
九
六
）
一
〇
三
頁
以
下
。

（
11
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
６
）
参
照
。

（
12
）　Johann M

ichael Leuchs, V
ollständiges H

andelsrecht, N
ürnberg, 1822, S.1（1f.

（
13
）　Leuchs, a. a. O

. (Fn.12), S.1（2.

（
14
）　

商
人
指
図
と
は
ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
一
種
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
商
法
典
（
Ｈ
Ｇ
Ｂ
）
三
六
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
証
書
を
用
い
た

ア
ン
ヴ
ァ
イ
ズ
ン
グ
の
こ
と
で
あ
る
。

（
1（
）　Carl Friedrich Günther, in: W

eiskes Rechtslexikon für Juristen aller teutschen Staaten enthaltend die 
gesam

m
te Rechtsw

issenschaft, Bd.1, Leipzig, 1844, A
cceptation der W

echsel und A
nw

eisungen, S.2.

（
16
）　Günther, a. a. O

. (Fn.1（), A
nw

eisung, S.329f.

（
1（
）　Günther, a. a. O

. (Fn.1（), A
nw

eisung, S.334f.

（
18
）　Günther, a. a. O

. (Fn.1（), A
nw

eisung, S.336.

（
19
）　Günther, a. a. O

. (Fn.1（), A
cceptation der W

echsel und A
nw

eisungen, S.2.

（
20
）　
「
除
約
」
と
は
、
新
旧
債
務
者
の
間
で
当
事
者
の
交
替
が
生
じ
る
際
に
、
旧
債
務
者
が
何
ら
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、
新
債
務
者
が
自

発
的
に
債
権
者
に
対
し
て
義
務
を
負
担
す
る
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。「
除
約
」
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
旧
民
法
典
を
参
照
し
た
。

拙
稿
・
前
掲
注
（
２
）。

（
21
）　Carl Friedrich Ferdinand Sintenis, D

as praktische gem
eine Civilrecht, Bd.2, D

as O
bligationenrecht, Leipzig, 
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184（, 

§113 D
as M

andat, S.（81 A
nm

.（2.

（
22
）　

義
務
設
定
指
図
と
は
、
デ
レ
ガ
チ
オ
が
問
答
契
約
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
間
に
直
接
の

債
権
債
務
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
指
図
類
型
の
こ
と
で
あ
る
。

（
23
）　H

einrich T
höl, D

as H
andelsrecht, Bd.1, 3 verm

ehrte A
ufl., Göttingen, 18（4, 

§12（, S.468.
（
24
）　T

höl, a. a. O
. (Fn.23), 

§12（, S.468 A
nm

.2b.

（
2（
）　H

einrich T
höl, D

as H
andelsrecht, Bd.2, Göttingen, 184（, 

§181, S.120f.

（
26
）　T

höl, a. a. O
. (Fn.23), 

§12（, S.4（1ff.

（
2（
）　T

höl, a. a. O
. (Fn.23), 

§121, S.461.

（
28
）　T

höl, a. a. O
. (Fn.23), 

§128, S.4（8.

（
29
）　T

höl, a. a. O
. (Fn.23), 

§129, S.480.

（
30
）　T

höl, a. a. O
. (Fn.23), 

§129, S.480f.

（
31
）　

シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
形
式
的
契
約
は
、
問
答
契
約
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
実
定
法
上
の
単
純
な
方
式
で
締
結
さ
れ
る
か

ぎ
り
、
単
純
な
約
束
を
意
味
す
る
。
テ
ー
ル
の
叙
述
に
あ
っ
た
、
金
銭
支
払
約
束
と
は
、
一
定
金
額
の
取
得
に
向
け
ら
れ
た
形
式
的
契
約

の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
（Rudolph Schlesinger, Zur Lehre von den Form

alkontrakten und der Q
uerela non num

eratae 
pecuniae, Zw

ei A
bhandlungen, Leipzig, 18（8, 

§1, S.10.

）。

（
32
）　Schlesinger, a. a. O

. (Fn.31), 

§12, S.168f.

（
33
）　Schlesinger, a. a. O

. (Fn.31), 

§12, S.168 A
nm

.9.

（
34
）　Schlesinger, a. a. O

. (Fn.31), 

§12, S.169.

（
3（
）　Schlesinger, a. a. O

. (Fn.31), 

§12, S.1（0.

（
36
）　Schlesinger, a. a. O

. (Fn.31), 

§12, S.1（1.

（
3（
）　

こ
の
規
範
は
イ
タ
リ
ア
の
註
釈
学
派
に
淵
源
を
有
す
る
（Botho von Salpius, N

ovation und D
elegation nach röm

ischem
 

Recht, Berlin, 1864, 

§2, S.8

）。

（
38
）　

た
だ
し
、
デ
レ
ガ
チ
オ
が
更
改
を
と
も
な
わ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
一
八
三
五
年
に
、
す
で
に
マ
イ
ア
ー
フ
ェ
ル
ト
に
よ
っ
て
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明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（Franz W

ilhelm
 Ludw

ig von M
eyerfeld, D

ie Lehre von den Schenkungen nach röm
ischem

 
Recht, Bd.1, M

arburg, 183（, 

§1（f., S.241ff.

）。

（
39
）　Botho von Salpius, N

ovation und D
elegation nach röm

ischem
 Recht, Berlin, 1864, 

§4, S.2（.

（
40
）　Salpius, a. a. O

. (Fn.39), 

§（, S.39.

（
41
）　

現
在
で
は
、
デ
レ
ガ
チ
オ
は
講
学
上
、
支
払
指
図
と
義
務
設
定
指
図
と
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
義
務
設
定
指
図
と
は
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス

の
い
う
信
用
指
図
を
意
味
す
る
（W

olfgang Endem
ann, D

er Begriff der D
elegatio im

 K
lassischen Röm

ischen Recht, 
M

arburg, 19（9, S.（ A
nm

.（

）。

（
42
）　

な
お
、titulierte D

elegation, reine D
elegation

に
、「
有
因
指
図
」、「
無
因
指
図
」
と
い
う
訳
語
を
宛
て
る
も
の
や
（
石
坂
音

四
郎
『
債
權
總
論
下
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
一
八
）
一
六
七
八
頁
）、titulierte D

elegation

に
「
権
原
指
図
」
の
訳
語
を
宛
て
る
も
の

も
あ
る
（
柴
崎
暁
『
手
形
法
理
と
抽
象
債
務
』（
新
青
出
版
・
二
〇
〇
二
）
二
一
五
頁
）。

（
43
）　Salpius, a. a. O

. (Fn.39), 
§14, S.（（ff.

（
44
）　Salpius, a. a. O

. (Fn.39), 

§（（, S.481.

（
4（
）　Salpius, a. a. O

. (Fn.39), 

§（（, S.481f.

（
46
）　Salpius, a. a. O

. (Fn.39), 

§（（, S.482.

（
4（
）　Paul. (69 ad ed.) D

.46, 2, 19. D
oli exceptio, quae poterat deleganti opponi, cessat in persona creditoris, cui quis 

delegatus est. idem
que est et in ceteris sim

ilibus exceptionibus, im
m

o et in ea, quae ex senatus consulto filio 
fam

ilias datur: nam
 adversus creditorem

, cui delegatus est ab eo, qui m
utuam

 pecuniam
 contra senatus consultum

 
dederat, non utetur exceptione, quia nihil in ea prom

issione contra senatus consultum
 fit: tanto m

agis, quod hic 
nec solutum

 repetere potest. diversum
 est in m

uliere, quae contra senatus consultum
 prom

isit: nam
 et in secunda 

prom
issione intercessio est. idem

que est in m
inore, qui circum

scriptus delegatur, quia, si etiam
nunc m

inor est, 
rursum

 circum
venitur: diversum

, si iam
 excessit aetatem

 viginti quinque annorum
, quam

vis adhuc possit restitui 
adversus priorem

 creditorem
. ideo autem

 denegantur exceptiones adversus secundum
 creditorem

, quia in privatis 
contractibus et pactionibus non facile scire petitor potest, quid inter eum

 qui delegatus est et debitorem
 actum

 est 
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aut, etiam

si sciat, dissim
ulare debet, ne curiosus videatur: et ideo m

erito denegandum
 est adversus eum

 
exceptionem

 ex persona debitoris.
　
　
「
指
図
す
る
者
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
悪
意
の
抗
弁
は
、
こ
の
者
に
或
者
が
指
図
さ
れ
た
債
権
者
の
人
格
に
於
い
て
行
わ
れ
な

い
。
そ
し
て
そ
の
他
類
似
の
抗
弁
に
於
い
て
も
同
一
で
あ
り
、
実
に
元
老
院
決
議
に
基
づ
い
て
、
家
子
に
賦
与
さ
れ
る
そ
れ
に
於
い
て
も

同
一
で
あ
る
。
何
故
な
ら
金
銭
を
元
老
院
決
議
に
反
し
て
消
費
貸
与
し
た
者
由
り
こ
の
者
に
指
図
さ
れ
た
債
権
者
に
向
っ
て
抗
弁
を
使
用

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
そ
の
確
約
に
於
い
て
は
何
事
も
元
老
院
決
議
に
反
し
て
為
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
寧
ろ
こ
こ
で
は
弁
済
さ

れ
た
も
の
を
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
元
老
院
決
議
に
反
し
て
確
約
し
た
婦
人
に
於
い
て
は
異
な
る
。
何
故

な
ら
第
二
の
確
約
に
於
い
て
も
介
入
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
欺
か
れ
て
指
図
さ
れ
た
未
成
年
者
に
於
い
て
も
同
一
で
あ
る
。
蓋
し
更
に
今

未
成
年
で
あ
る
と
き
に
は
、
再
び
欺
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
令
依
然
と
し
て
第
一
の
債
権
者
に
向
っ
て
回
復
に
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
も
、
二
五
歳
の
年
齢
を
超
え
た
と
き
に
は
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
故
に
第
二
の
債
権
者
に
向
っ
て
抗
弁
が
拒
絶
さ
れ
る
。

蓋
し
私
的
契
約
及
び
約
束
に
於
い
て
は
、
指
図
さ
れ
た
者
と
負
債
者
の
間
で
如
何
な
る
意
図
で
行
わ
れ
る
か
請
求
者
が
容
易
に
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
に
も
し
知
る
と
し
て
も
無
遠
慮
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
秘
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

れ
故
に
負
債
者
の
人
格
に
基
づ
く
抗
弁
は
そ
の
者
に
向
か
っ
て
拒
絶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
訳
は
、
江
南
義
之
『『
学
説
彙
纂
』
の
日
本

語
へ
の
翻
訳
（
二
）』（
信
山
社
・
一
九
九
二
）
六
四
三
︲
六
四
四
頁
。

（
48
）　Salpius, a. a. O

. (Fn.39), 

§（（, S.484.

（
49
）　Salpius, a. a. O

. (Fn.39), 

§（（, S.482.

（
（0
）　Salpius, a. a. O
. (Fn.39), 

§（（, S.483.

（
（1
）　H

einrich D
ernburg, Pandekten, Bd.2, 3 verbesserte A

ufl., Berlin, 1892, 

§119, S.320.

（
（2
）　D

ernburg, a. a. O
. (Fn.（1), 

§119, S.320 A
nm

.9.

（
（3
）　Bernhard W

indscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd.2, （ durchgesehene und verm
ehrte A

ufl., Frankfurt, 
1891, 

§412, S.49（ A
nm

.16.

（
（4
）　

学
説
彙
纂
四
六
巻
二
章
一
一
法
文
序
項
（
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス　

告
示
註
解
第
二
七
巻
）（U

lp. (2（ ad ed.) D
.46, 2, 11 pr.

）
の
ウ
ル

ピ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
定
義
の
こ
と
で
あ
る
。
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「
デ
レ
ガ
チ
オ
は
、
自
己
の
代
わ
り
に
他
の
債
務
者
を
債
権
者
あ
る
い
は
彼
が
命
令
し
た
者
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
（D

elegare est 
vice sua alium

 reum
 dare creditori vel cui iusserit

）」。

（
（（
）　O

tto W
endt, D

as allgem
eine A

nw
eisungsrecht, Jena, 189（, 

§1（, S.149f.

（
（6
）　W

endt, a. a. O
. (Fn.（（), 

§1（, S.149.

（
（（
）　W

endt, a. a. O
. (Fn.（（), 

§19, S.168f.

（
（8
）　W

endt, a. a. O
. (Fn.（（), 

§19, S.1（0.

（
（9
）　W

endt, a. a. O
. (Fn.（（), 

§19, S.1（1.


