
論

説
創
造
債
務
の
間
接
強
制

森

村

進

目
一二三四五

次序創
造
の
自
発
性

債
務
者
の
自
律

履
行
の
不
可
能
性

結
語

序

作
為
を
目
的
と
す
る
債
務
で
あ

っ
て
、
債
務
者
自
身
が
履
行
し
な
け
れ
ば
債
務

の
本
旨

に
従

っ
た

こ
と
に
な
ら
な

い
債
務
l
I
以
下
、

「
不
代
替
的
作
為
債
務
」
と
呼
ぶ
ー
1

の
強
制
執
行

に
つ
い
て
は
、
民
事
執
行
法

一
七
二
条

に
規
定
が
あ
る
。
そ
の
方
法
は

「
執
行
裁
判
所

が
、
債
務
者
に
対
し
、
遅
延

の
期
間
に
応
じ
、

又
は
相
当
と
認

め
る

一
定

の
期
間
内
に
履
行
し
な
い
と
き
は
直
ち
に
、
債
務

の
履
行
を
確

保
す
る
た
め
に
相
当
と
認

め
る

一
定

の
額

の
金
銭
と
債
権
者
に
支
払
う
べ
き
旨
を
命
ず
る
方
法
」

(同
条

一
項
)
で
あ
り
、
間
接
強
制
と
呼
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ば
れ
る
。
騒
音
や
振
動
や
環
境
汚
染
等

の
侵
害
行
為

の
防
止
や
子

の
引
渡
な
ど
、
強
制
執
行

の
方
法
と
し
て
こ
の
間
接
強
制
だ
け
を
認

め

る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ

に
か
え
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
と
も

に
他

の
手
段
も
認

め
る
べ
き

か
に
つ
い
て
議
論

の
あ
る
請
求
権
も
あ
る
。

し
か
し
と
も
か
く
、
純
粋

に
不
代
替
的
な
作
為
義
務

の
強
制
方
法
と
し
て
は
、
現
行
法
上
間
接
強
制
し
か
存
在
し
な

い
。

と
こ
ろ
が
不
代
替
的
作
為
債
務

の
中
に
は
、
そ

の
間
接
強
制
が

で
き
ず
、

ま
し
て
他

の
強
制
執
行
も

で
き

な
い
の
で
、
強
制
執
行
し
よ

う
が
な
く
、
損
害
賠
償

に
よ
る
以
外
救
済

の
方
法
が
な

い
と
今

日

一
般

に
解
さ
れ
て

い
る
も

の
が
あ

る
。
そ

の
よ
う
な
債
務
と
し
て
は
、

①
任
意

に
履
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
債
権

の
目
的
を
達
成
で
ぎ
な

い
場
合

(大
決
昭
五

.
九

.
三
〇
民
集
九
巻
九
二
六
頁
は
夫
婦
の
同
居
義
務
に

つ
い
て
こ
の
理
由
を
あ
げ
る
)
や
、
②
債
務

の
履
行
が
債
務
者

の
意
思

の
み
に
係

る
の
で
は
な
く
第
三
者

の
協
力
を
必
要

と
す

る
の
に
そ
れ

を
得
る
見
込
み
が
な

い
場
合

(大
決
昭
五

・
一
一
・
五
法
律
新
聞
三
二
〇
三
号
七
頁
ー

焼
失
し
た
株
券
を
再
発
行
し
て
引
き
渡
せ
と
の
請
求
に
つ
い

て
)
等
、
履
行
を
実
際
上
不
可
能

に
す

る
よ
う
な
外
的
障
害

の
あ
る
場
合
、
そ
し
て
③
履
行

の
強
制
が
債
務
者

の
人
格
ー

コ
フ
ラ
イ
ヴ

ァ

シ
ー
L
と
言

う
人

も

い
る

か
も

し
れ

な

い
1
1

の
尊
重

と
両
立

し

な

い
場
合

(①

の
夫
婦

の
同
居
義
務
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
に
含
め
る
べ
き
か
?
)

が
あ

げ

ら
れ

て

い
る
。

そ

し

て
芸
術

家

の
作
成
義

務

や
名
優

(そ
う
で
な
け
れ
ば
不
代
替
的
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
)

の
出
演
義

務

や

学

者

の
著

　
　
　

述
義
務
等

の
創
造

・
創
作
的
義
務
i

i
以
下

「
創
造
債
務
」
と
呼
ぶ
ー

を
①

に
含

め
て
、
間
接
強
制
で
き
な

い
と
す
る
の
が
常

で
あ
る
。

　
　
　

本
稿

の
目
的

は
、

こ
の
見
解

の
う

ち
①

に
関
す
る
、
創
造
債
務
に
は
間
接
強
制
が
で
き
な

い
と

い
う
民
法
典
起
草
者
以
来

の
定
説
に
反

対
し
て
、
創
造
債
務

に
も
原
則
と
し
て
間
接
強
制
を
認

め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
こ
と

に
あ
る
。
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二

創
造
の
自
発
性

間
接
強
制
を
受
け
た
た
め

に
、

い
わ
ゆ
る

「
心
理
的
強
制
」

の
下
に

「
任
意
」

で
な
く
製
作

さ
れ
た
美
術
作
品
や
著
作
は
、
な
ぜ
債
務

の
本
旨

に
従

っ
た
給
与

に
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
か
?

私

に
は
そ

の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
芸
術
作
品
や
学
術
的
著
作
は
、
製
作
者

の
内



創造債務の間接強制

面

の
自
然
な
自
己
表
現

で
は
な

い
。
思

っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書
け
ば

よ
い
の
な
ら
ば
、
小
学
生

の
作
文
と
変
わ
ら
な

い
。
芸
術
作
品
や

著
作
は
制
作
者

の
創
造
時

の
心
理
的
状
態

と
は
別
個

の
客
観
的
な
存
在

で
あ

っ
て
、
強
制
さ
れ
た
結
果
の
産
物
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
あ
る

(3
)

い
は

「
真
心
」
か
ら
出
た
も

の
で
な

い
か
ら
と

い

っ
て
、
価
値
が
低

い
と
は

い
え
な
い
。

一
再
な
ら
ず
債
務
監
獄
に
収
容
さ
れ
、
債
鬼
に

責

め
ら
れ
て
書

い
た
バ
ル
ザ

ッ
ク
の
小
説

は
債
務

の
本
旨
に
か
な

っ
て
い
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
?

編
集
者

の
厳
し

い
督
促

の
下

に
学
者

が
書

い
た
著
書
や
論
文
は
学
術
的
価
値
を
持
た
な

い
の
か
?

創
造
債
務
を
聞
接
強
制

で
き
な

い
と
考
え
る
人

々
は
お
そ
ら
く
、
芸
術
的
創
作
や
著
作
は
1

少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
芸
術
的
あ
る
い

は
学
術
的
な
価
値
を
持

つ
も

の
な
ら
ば
ー

心
理
的
強
制
を
含

め
て
何
ら
外
部
か
ら

の
拘
束
を
受
け
な
い
と
き
に
、
製
作
者
や
著
者

の
内

面

に
創
造
意
欲
と
と
も

に
泉

の
よ
う

に
わ
き
上
が

っ
て
く
る
も

の
だ
と
想
像
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
創
作
や
著
述
は
、

そ
も
そ
も
何
も
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
創
造
者
が
粒

々
辛
苦

の
末
そ

の
頭
脳
と
技
術
を
使

っ
て
ひ
ね
り
出
す
も

の
だ
、

と

い
う
見
方
を
と
れ

ば
、
間
接
強
制
は
創
作
や
著
述
を
妨
げ
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら

の
見
方
が
現
実
に
即
し
て
い
る
か

の
判
断
は
読
者

に
委
ね
る
が
、

私
自
身

は
前
者
は
あ
ま
り

に
も

ロ
マ
ン
テ

ィ
ッ
ク
に
す
ぎ

る
よ
う

に
思
う
。

ま
た
前
者
の
見
方

の
よ
う

に
創
造

に
お
け
る
自
発
性

の
要
素
を
強
調
す

る
と
し
て
も
、
外
的
な
拘
束
が
創
造
の
妨
げ

に
な
る
と

い
う
帰

結

は
必
然
的
に
は
出
て
こ
な

い
。
む
し
ろ
事
実
は
逆

で
は
な
か
ろ
う
か
。
他

の
人

々
が
自
分

の
作
品
を
期
待
し
て
い
る
と

い
う
自
覚

は
、

創
造
意
欲
を
高
め
こ
そ
す
れ
鈍
ら
せ
た
り

は
し
な

い
だ
ろ
う
。
編
集
者
が
執
筆
者
を
は
げ
ま
し
た
り
、

お
だ

て
た
り
、
す
か
し
た
り
し
て
、

よ
う
や
く
原
稿
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
と

い
う

こ
と
は
よ
く
あ
る
。
そ
し
て
債
権
者

口
注
文
者
が
履
行
遅
滞
を
理
由

に
解
約
し
て
損
害
賠
償

を
請
求
す
る
か
わ
り

に
あ
く
ま
で
履
行
を
求
め
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
作
品
や
著
作

へ
の
需
要
が
存
す
れ
ば

こ
そ

で
あ

る
。
も
し
も
債
権

者

に
よ
る
拘
束
が
創
造

の
意
欲
を
妨
げ
る
な
ど
と
言
う
者
が

い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
怠
け
者
か
無
能

な
者

の
逃
げ

口
上

に
し
か
す
ぎ
な

い
の
で
は
な

い
か
と
私
は
疑
う
。
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そ
の
上
、
間
接
強
制
を
認

め
な
く
て
も
債
務
不
履
行

の
損
害
賠
償
責
任
は
逃
れ
ら
れ
な

い
。
契
約
を
し
た
以

上
、
何
ら
か
の
心
理
的
強

制
を
受
け
な

い
わ
け

に
は

い
か
畿

・
す
る
と
、
間
接
強
制
を
認

め
な

い
場
合
と
認

め
る
場
合
と

の
違

い
は
、

心
理
的
強
制

の
有
無
に
あ

る

の
で
は
な

い
。
そ
れ

は
履
行
利
益

の
損
害
賠
償
責
任

に
よ

っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
と
、
「
債
務

の
履
行
を
確
保
す

る
た
め
に
相
当
と
認

め
る

一
定

の
額

の
金
銭
」

(民
事
執
行
法

一
七
二
条

一
項
)
を
支
払
う
義
務

に
よ

っ
て
拘
束
さ
れ
る

の
と
の
相
違
で
あ
る
。
後
者

の
金
額
は
前
者

の

　
ら

　

損
害
賠
償
額
を
超
過
す

る
こ
と
が
多

い
だ
ろ
う

(同
条
四
項
を
参
照
)
が
、
そ
れ
は
程
度

の
違

い
で
、
と
も
に
心
理
的
強
制
を
含
む

こ
と
に

違

い
は
な

い
。
そ
し
て
、
〈
芸
術
的
創
造
や
学

問
的
著
作

は
損
害
賠
償

の
金
額
を
支
払
う
義
務
に
よ
る
心
理
的
強
制

の
下
で
な
さ
れ
れ
ば
債

務

の
本
旨

に
従

っ
た
履
行

に
な
る
が
、
間
接
強
制

の
金
額
を
支
払
う
義
務
に
よ
る
心
理
的
強
制
の
下
で
な
さ
れ

る
と
債
務

の
本
旨

に
従

っ

た
履
行
に
な
ら
な

い
〉
と
推
測
す
べ
き
十
分
な
根
拠
が
あ
る
と

は
思
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
間
接
強
制

の
下

で
は
債
務

の
本
旨
に
従

っ

た
履
行
が

で
き
な

い
よ
う
な
者
は
、
間
接
強
制
が
認
め
ら
れ
な

い
1

従

っ
て
損
害
賠
償
義
務
し
か
負
わ
な

い
ー

と
き

で
も
ろ
く
な
作

品
を
創
り
出
せ
な
い
こ
と
が
多

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も

っ
と
も
芸
術
家
や
著
述
家

の
中

に
は
色

々
の
人
が

い
る
。
彼
ら

の
中
に
は
、
私

の
推
測

に
反
し
て
、
間
接
強
制
を
受
け
な

い
と
き
は

満
足
す
べ
き
任
方

で
債
務
を
履
行

で
き
る
が
、

間
接
強
制
を
さ
れ
る
と
そ
れ
が

で
き
な

い
よ
う
な
人
も
、
少
数

で
は
あ

っ
て
も
存
在
す
る

か
も
し
れ
な

い
。
そ

の
よ
う
な
人

の
た
め
に
は
結
局

の
と

こ
ろ
間
接
強
制
を
否
定
す
べ
き

で
は
な

い
か
?

し
か
し
私

は
こ
の
説
に
も
や
は
り
反
対
す
る
。
間
接
強
制
に
対
す

る
債
務
者

の
対
応
は
た
や
す
く
予
想

で
き

る
と
は
限
ら
な

い
。
債
務

者
が
前

の
段
落

で
述

べ
ら
れ
た
よ
う
な
人
だ
と
判
断

し
て
損
害
賠
償
請
求

一
本
に
し
ぼ
る
か
、

そ
れ
と
も
間
接
強
制
と

い
う
手
段
に
訴
、兄

て
で
も
あ
く
ま
で
契
約

の
履
行
を
求
め
る
か
は
、
債
権
者
が
自
ら

の
危
険

に
お
い
て
選
べ
ば

よ
い
。
裁
判
所

は
、
当
事
者

で
も
な
く
、
債

権
者
が
当
該
創
造
債
務

を
ど
れ
だ
け
高
く
評
価
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
推
測
す

る
し
か
な
く
、
ま
た
お
そ
ら
く

は
債
務
者

の
性
質

に
つ
い

て
債
権
者

よ
り
も
知

る
と

こ
ろ
が
少
な

い
だ
ろ
う
か
ら
、
そ

の
選
択

を
行
う

に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
。

ま
し
て
現
在
通
用
し
て

い
る
間
接
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強
制
否
定
説

の
よ
う
に
、
芸
術
家
や
学
者
は
間
接
強
制
を
受
け
る
と
債
務

の
本
旨

に
従

っ
た
履
行
を
し
な

い
と

一
律

に
決

め
つ
け
て
初

め

か
ら
間
接
強
制

の
選
択
肢
を
奪
う
の
は
、
債
権
者

に
対
し
て
も
債
務
者

に
対

し
て
も
不
遜
な
態
度

で
あ
る
。

創
造
債
務

に
も
間
接
強
制
が
可
能
だ
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
単
に
債
権
者
が
救
済
方
法
を
得
ら
れ
て
得
を
す
る
と

い
う
だ
け

で
な
く
、

債
務
者

の
た
め
に
も
な
る
。
履
行
が
不
可
能
に
で
も
な
ら
な

い
限
り
自
分

は
創
造
債
務
を
履
行
す
る
と

い
う
自
信

の
あ
る
者
は
、
履
行

へ

の
強

い

コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
間
接
強
制

の
可
能
性
が
な

い
場
合
よ
り
も
自
ら
と

の
契
約
を
高
く
売
り

つ
け
る
こ
と

　　

　

が

で
き

る
よ
う

に
な
る
。

そ
れ

に
私

は
契
約
違
反

の
救
済
方
法
と
し
て
間
接
強
制
を
用

い
な

い
む
ね

の
特
約
も
効
力
が
あ
り
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
考
え
る
か
ら
、

間
接
強
制
を
避
け
た
い
者

は
そ
の
よ
う
な
契
約
を
結
ぶ

こ
と
が

で
き

る
。
で
は
誰
が
間
接
強
制
を
避
け

よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
?

そ
れ

は
、
間
接
強
制

(現
実
の
も
の
で
あ
れ
、
あ
り
う
ぺ
き
も
の
で
あ
れ
)
に
お
び
や
か
さ
れ
て

い
て
は
債
務

の
本
旨

に
従

っ
た
履
行
が

で
き
な
い

と
考
、毘
る
よ
う
な
繊
細
な
人
か
、
あ
る

い
は
間
接
強
制
は
自
分

の
人
格

を
尊
重
し
な

い
も

の
だ

と

考
え

る
人

だ

ろ
う
。
前
者

の
発
想
か

ら
生
じ
た
創
造
債
務

の
間
接
強
制
否
定
論
に

つ
い
て
は
す

で
に
述

べ
た
。
後
者

の
発
想

か
ら
生
じ
た
間
接
強
制
否
定
論
を
次

に
検
討
し
よ

う
o

三

債
務
者
の
自
律

創造債務の間接強制

私
は
前
節

で
、
債
務

の
本
旨

に
従

っ
た
履
行

の
た
め
に
も
、
創
造
債
務

の
間
接
強
制
を
認

め
る
べ
き
だ
と
説

い
た
。
し
か
し
そ
れ
に
対

し
て
は
、
か
り
に
間
接
強
制
が
創
造
債
務

の
履
行

の
確
保

に
資
す

る
と
し
て
も
、
債
務
者

の
人
格

の
尊
重
と

い
う
法
的
要
請

の
ゆ
え
に
そ

れ

は
認

め
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
、

と

い
う
反
論
も
あ

ろ
う
。
そ
れ

は
第

一
節

で
間
接
強
制
が
認

め
ら
れ
な
い
理
由

の
③
と
し
て
あ
げ
た
も

の
で
あ
る
。
債
務
者

は
そ

の
気
さ
え
あ
れ
ぽ
履
行

で
き

る
に
し
て
も
、
彼
が
か

つ
て
表
明
し
た
が
今
で
は
後
悔

し
て
従

い
た
く
な

い
よ
そ

(281)281



よ
そ
し

い
契
約
意
思
に
彼
を
し
ば

り

つ
け
、
損
害
賠
償

を
払

っ
て
も
そ

の
拘
束

か
ら
逃
れ
ら
れ
な

い
と
す
る

こ
と
は
、
そ

の
自
律
性
を
そ

こ
な
う

の
で
は
な
か
ろ
髭

?

だ
が
私

は
、

こ
の
反
論

の
説
得
力
は
限
ら
れ
た
も

の
だ

と
考
え
る
。

こ
こ
で
創
造
債
務
を
、
出
演
や
演
奏

の
よ
う

に
創
造

の
過
程
と
産

物

を
切
り
離
す

こ
と
が
で
き
ず
、
履
行

の
時
と
場
所
が
特
定
さ
れ
て
お
り
そ

の
場

に
人
身
を
拘
束
す
る
も
の
と
、
製
作
や
著
述

の
よ
う

に
、

ヘ

へ

債
務

者

の
身

体

の
動

静

か
ら
独

立

し
た
、
創

造

の
産
物

だ

け
が

目
的

と
な

っ
て

い
る
も

の
と

に
分

類
す

る
こ
と
が
適

切

で
あ

る
。

(こ
の
中

間
に
、

日
時
や
場
所
が
あ
る
程
度
特
定
さ
れ

て
い
る
、

特
殊
技
能
の
提
供
と
い

っ
た
も

の
も
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
無
視
す
る
)
。

私
も
前

者

の

　　

　

創
造
債
務

の
間
接
強
制
ま

で
は
必
ず

し
も
主
張
し
な

い
。
そ
れ

は
債
務
者

に
は
耐
え
が
た
い
心
理
的
負
担
を
負
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
後
者

の
場
合
は
そ
れ
と
は
違

っ
て
、
債
務
者
は
ど

こ
で
ど

の
よ
う
に
し
て
製
作
や
著
述
を
行

っ
て
も
構

わ
な

い
の
だ
か
ら
、
間
接
強

制

は
身
体

の
自
由
を
拘
束

し
な
い
し
、
自
律
性
を
そ

こ
な
う
こ
と
も
そ
れ
だ
け
少

な
い
。
そ
れ

で
も
間
接
強
制
は
許
さ
れ
な

い
と
す
る
ほ

ど
、

ま
る
で
腫
れ
物

に
触
れ
る
よ
う
に
債
務
者
を
恐
る
恐

る
取
り
扱
う
必
要
が
ど

こ
に
あ
ろ
う
か
。

ま
た
債
務
者
が
そ

の
重
大
な
自
由
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
と
し
て
後
悔
す
る
よ
う
な
契
約
は
錯
誤
や
詐
欺
や
強
迫

に
よ
る
も

の
で
あ

る
場

合
も
少

な
く
な

い
だ
ろ
う
か
ら
、
そ

の
場
合
は

「
創
造
債
務
は
間
接
強
制

で
き
な

い
」
と
す
る
ま

で
も
な
く
、
民
法
九
五
条
や
九
六
条
に

よ

っ
て
、
そ

の
契
約

は
無
効
だ
、
あ

る
い
は
取
消
せ
る
、
と
す
れ
ば
足

り
る
。
そ

の
よ
う
な
事
情
な
し
に
、
自
分

の
し
て
い
る
こ
と
を
理

解
し
て
結

ん
だ
創
造
債
務

の
契
約
を
間
接
強
制
し
て
は
な
ら
な

い
理
由

は
十
分

に
明
ら
か
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く

「
間
接
強
制
を
認

め
な

い
の
と
認
め
る
の
の
違

い
は
、
前
者

で
は
債
務
者

は
履
行
と
損
害
賠
償

の
二
つ
の
選
択
肢
を
与
、兄
ら

れ

て
い
る

の
に
、
後
者

で
は
損
害
賠
償

で
片
づ
け
る
と
い
う
選
択
肢

の
拒
否
が
目
論
ま
れ
て

い
る
-

債
権
者
に
と

っ
て
は
損
害
賠
償

で

十
分
な

の
に
ー

と

い
う
点

に
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
こ
の
よ
う

に
解
す
れ
ば
両
者

の
相
違

の
重
大
性
は
否
定

　
　
　

で
き
な
い
。
金
銭

の
取
立
て
と
創
造
債
務

の
強
制
と
で
は
、
人
格

へ
の
関
与

の
程
度
が
大
き
く
違

い
う
る
。
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創造債務の間接強制

し
か
し
前
節

で
も

(
一
七
六
頁
)
指
摘

し

た

よ
う

に
、

債
務
者
は
履
行
し
な
け
れ
ぽ
損
害
賠
償
責
任

を
負
う

の
だ

か

ら
、

間
接
強
制

と
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
、

心
理
的
強
制
を
受
け
る
こ
と
に
違

い
は
な
い
。
ま
た

一
方
、

間
接
強
制
を
受
け
た
者
も
、

命
じ
ら
れ
た
金
額

を
支
払
え
ぽ
覆
行
を
免
れ
ら
れ
る
。

だ
か
ら
間
接
強
制
が
人
格

の
尊
重

に
反
す

る
と
主
張
す
る
者
は
、

損
害
賠
償
義
務

に
よ
る
心
理
的

強
制
は
軽
微
な
も

の
で
人
格

の
尊
重
と
矛
盾

し
な
い
が
、
「
債
務

の
履
行
を
確
保

す

る
た

め
に
相
当
と
認
め
る

一
定

の
額

の
金
銭
」
を
支

払
う
義
務

に
よ
る
心
理
的
強
制
は
重
大
な
も

の
で
人
格

の
尊
重
と
矛
盾
す
る
ー
ー

お
そ
ら
く
違
約
罰

の
場
合
も
同
様
と
解
さ
れ

よ
う
ー
ー

と
主
張
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
だ
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
額
が

い
く
ら
に
な
れ
ば
人
格

の
尊
重

に
反
す
る
か

の
線
引
き

に
は
曖
昧
さ
や

恣

意

性
が

つ
き

ま

と
う
。

ー

も

っ
と

も
線
引

ぎ

と

い
う

の
は
大

抵
そ

う

い
う
も

の
な

の
だ

か
ら
、

線

引

き

一
般

を
拒

む

の
で
な

い
限

り
、

(
10
)

そ
れ

は
決
定
的
な
批
判

に
な
ら
な
い
が
。

む
し
ろ
債
務
者

の
人
格

の
尊
重
と
い
う
要
請
を
強
調
す
れ
ば
、
債
務
者

は
損
害
賠
償
を
す
る
必
要

さ
え
な
い
と
し
て
創
造
債
務
を

「
自

(
11

)

然
債
務
」
化
す
る
解
釈
も
可
能

で
あ

る
。
通
説
が
そ
こ
ま
で
行

か
な

い
の
は
債
権
者

の
期
待
を
尊
重
す
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、

債
権
者
が
間

接
強
制
を
求
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
損
害
賠
償
額

で
は
現
実

の
履
行
か
ら
得
ら
れ
る

ユ
ニ
ー
ク
な
利
益
に
足
り
な
い
と
考
え
る
か
ら
こ

(
12

)

そ
だ
ろ
う
か
ら
、

間
接
強
制
を
拒

む
と
債
権
者

は
そ
の
評
価
額
以
下

の
賠
償
し
か
受
け
ら
れ
な

い
お
そ
れ
が
大
き

い
。
そ
れ
と
も
、
債
権

者
が
あ
え
て
間
接
強
制
を
要
求
す
る
の
は
、
ほ
か
に

「
不
純

な
動
機
」
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
た
と
え
ば
債
務
者
を
困
ら
せ
て
う

っ
ぷ

(
13

)

ん
を
晴
ら
す
と
か
、
損
害
賠
償
額
を
越
え
る
金
額
を
間
接
強
制

に
よ

っ
て
得
る

(
一
七
六
頁
参
照
)
と
か

い
う
?

し
か
し
債
務
者
は
間
接

強
制
さ
れ

る
の
が
嫌
な
ら
、
履
行
す
れ
ば
よ
い
だ
け

の
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
人
身

の
自
由
を
束
縛
す
る
演
奏
や
出
演
の
契
約

は
別
と
し
て
・
創
造
霧

の
霧

強
禦

一
般
的
に
霧

者
の
人
格
の
軽
視
に
な
る
と
は
私
に
は
毘

な
い
・

圃283



四

履
行
の
不
可
能
性

284

「
間
接
強
制
を
か
け

て
も
債
務
者
を
い
た
ず

ら
に
苦

し
め
る
だ
け
で
、

創
造
債
務

の
履
行

に
は
役
立
た
な

い
」
と

い
う
場
合
が
あ
る
か
も

醐ω

し
れ
な

い
。
指
を
け
が
し
た
ピ
ア

ニ
ス
ト
に
演
奏
を
強

い
た
り
、
好
奇
心
や
探
求
心
を
失

っ
た
学
者

に
本
を
書
か
せ
よ
う
と
し
て
も
無
理

と

い
う
も

の
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合

に
間
接
強
制
が
で
き
な

い
の
は
、
履
行
不
能

の
場
合
は
そ
も
そ
も
強
制
履
行
が
で
き
な

い

ヘ

ヘ

へ

と

い
う
、
創
造
債
務

に
限
定
さ
れ
な
い
、
第

一
節

の
②

の
理
由
に
よ
る

の
で
あ

っ
て
、
任
意

に
履
行
し
な
け
れ
ば
債
権

の
目
的
を
達
成
で

き
な
い
と

い
う
①

の
理
由

に
よ
る

の
で
は
な

い
。

も

っ
と
も
創
造
債
務

の
履
行
が
不
可
能
な
場
合
は
、
前

の
例

で
い
え
ば
、
指
を
け
が
し
た
ピ
ア

ニ
ス
ト
の
よ
う
に
、
履
行
不
能

の
原
因

が
客
観
的

に
認
識
可
能

な
も

の
ば
か
り
で
は
な
く
、
才
能

の
枯
渇
し
た
芸
術
家
や
著
作
家

の
よ
う
に
、
外
部
か
ら
は
認
定
が
困
難
な
こ
と

が
多

い
、

と
い
う
点

に
特
色
が
あ
る
。
債
務
者
が
後
者

の
種
類

の
不
能
性
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
に
わ
か
に
信
ず
べ
き
で
な

い
理

由
が
あ
る
ー

た
と
え
ば
、
他

の
注
文
主

の
た
め
に
同
種

の
仕
事
を
し
て
い
た
り
、
あ
る

い
は
そ
の
よ
う
な
契
約
を
新
し
く
結

ん
で
い
る

ー

の
で
な
い
限
り
、
本
人

の
申
し
立
て
を

一
応
受
け
入
れ

て
履
行
不
能

と
解
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ

は

「
い
く
ら
時
間
が
あ

っ
て
も
、
能
力

を
失

っ
た

の
で
履
行

で
き
な

い
」
と

い
う
理
由

に
よ

っ
て
履
行
不
能

の
場
合
だ

っ
た
か
、

そ
れ
よ
り
も
問
題
な

の
は
、

「
私

は
そ

の
作
品
を
完
成
さ
せ
る
能
力
は
十
分

に
持

っ
て
い
る

の
だ
が
、

忙
し
く
て
時
間
が
な

い
た
め
に
完

成

で
き
な

い
」
と

い
う
抗
弁

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
て
は
ど
う
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
?

「
与
え
る
債
務
」

や
不
作
為
債
務

の
履
行
は
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
時
間
を
必
要

と
し
な

い
の
に
対
し
て
、
創
造
債
務

の
履
行

に
は
か
な
り
の
時
間
が
必
要
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
そ

の
こ
と
は
創
造
債
務
以
外

の

「
な

 す
債
務
」
1

た
と
え
ぽ
、

工
業
製
品
を
製
造
し
て
引
き
渡
す
債
務
や
、

公
害

の
発

生
を
防
止
す
る
装
置
を
取
り

つ
け

る
債
務
ー

で
も



同
じ
で
あ

る
。

こ
の
と
き

「
忙
し
く
て
債
務
を
履
行
す
る
暇
が
な

い
」
な
ど
と
言

っ
て
間
接
強
制
を
免
れ
ら
れ

る
と
は
思
え
な
い
。
創
造

債
務
を
そ

の
例
外
と
す
る
理
由
は
何
か
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
債
務
者
が
、
債
権
者

か
ら
履
行
を
現

に
裁
判
上
請
求
さ
れ
て
い
る
創
造

債
務

の
履
行

よ
り
も
他

の
用
事

(そ
の
中
に
は
、
そ
も
そ
も
法
律
上
の
義
務
で
は
な
い
も
の
も
多
い
だ
ろ
う
)
を
優
先

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
理

由
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
り
に
そ

の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
債
務
者
は
そ

の
理
由
を
示
す
た
め
に
は
、
単

に

「
忙
し

い
」

と

い

っ
た
、
日
常

の
あ

い
さ
つ
と
変

わ
ら
な

い
漠
然
た
る
弁
解
で
は
な
く
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
用
事
が
な
ぜ
創
造
債
務
の
履
行
よ
り
も

優
先
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
ら

の
用
事
が
ど
れ
だ
け

の
時
間
を
必
要
と
す
る
か
、

ま
た
残

っ
た
時
間
で
は
な
ぜ
創
造
債
務
を
履

行

で
き
な

い
の
か
を
証
明
す
ぺ
き
だ
ろ
う
。

な
お
債
務

の
履
行
が
不
可
能

で
あ
る
と

い
う
、
本
節

で
検
討
し
て
き
た
理
由

に
よ

っ
て
創
造
債
務

の
間
接
強
制
を
否
定
す
る
際
、
そ
の

理
由
が
必
ず
し
も
明
確
に
認
識
可
能

で
な
い
と
き

は
、
債
務
者

の
誠
実
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
債
務
者
が
債
権
者
以
外

の
者
に
同
種

の

ハ
ー4

)

給
付
を
し
な

い
よ
う

に
あ
ら
か
じ
め
命
ず
る
こ
と
も
考
え

る
余
地
が
あ

る
。

五

結

語

創造債務の間接強制

以
上
述

ぺ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う

に
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
創
造
債
務

に

つ
い
て
間
接
強
制
を
認

め
る
べ
き
だ
と
考
え
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
。
債
務

の
履
行
が

い
ず
れ

に
せ
よ
不
可
能

な
場
合

(第
四
節
)
や
、
間
接
強
制

が

債
務
者

の
人
格

の
尊
重
と
両
立
し

な

い
場
合

(第
三
節
)
は
間
接
強
制
を
許
す
ぺ
き

で
は
な

い
。
し
か
し
そ
れ

は
不
代
替

的
作
為
義
務

一
般
に

つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
越
・兄
て
、

「
強
制
さ
れ
ず

に
任
意

に
履
行
し
た

の
で
な
け
れ
ば
、

債
務

の
本
旨

に
従

っ
た
履
行

に

な
ら

な

い
」

と

い

っ
た
理
由

(第
二
節
参
照
)

に
よ

っ
て
、
創
造
債
務
だ
け
を
間
接
強
制

の
適
用
範
囲
か
ら

は
ず
す
十
分
な
理
由
は
存
在
し
な
い
。

も

っ
と
も
、
創
造
債
務
を
履
行
し
な

い
者
に
対
し
て
は
、
間
接
強
制
が
認

め
ら
れ

な
く
て
も
、
そ
れ
以
後
注
文
が
来
な
く
な
る
と
い

っ

(285)285



た
法
律
外

の
様

々
の
形
で

の
不
利
益
が
来
る
だ
ろ
う
か
ら
、
法
律
的

サ
ン
ク
シ
ョ
ソ
よ
り
も
そ
の
方
が
履
行

へ
の
動
機
づ
け
と
し
て
有
力

な

こ
と
が
多

い
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う

に
巨
視
的
に
は
取
引

の
反
復
過
程
を
通
じ
て
契
約
不
履
行
者
が
契
約
を
守
る
よ
う

に
な

る
か
、
あ
る
い
は
見
捨

て
ら
れ
る
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
は
個

々
の
不
履
行

の
相
手
方

の
債
権
者

の
救
済

に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

の

救
済

方
法
と
し
て
損
害
賠
償
だ
け
で
は
不
十
分
な

こ
と
が
多

い
と
し
た
ら

(笙

二
節
末
尾
参
照
)
、
間
接
強
制
を
も
認
め
て
し

か

る
べ
き

で

286(286)

 

あ

る

。
(
1
)

こ
の
三
分
類
法
は
我
妻
栄

『新
訂
債
権
総
論
』
(岩
波
書
店
、

一
九
六
四
年
)
〔
=

一三
〕
に
よ

っ
た
。
ほ
か
に
表
現
や
分
類
法
に
小
異
は
あ
る
が
、
遠
藤
浩
ほ
か
編

『新
版
民
法
傾
債
権
総
論
』
(有
斐
閣
、

一
九
八

一
年
)
〔三
二
〕、
三
ケ
月
章

『民
事
執
行
法
』
(弘
文
堂
、

一
九
八

一
年
)
四
一
=

頁
、
斎
藤
秀
夫
編

『
講
義
民
事
執
行

法
』
(青
林
書
院
新
社
、

一
九
八

一
年
)
三
六
二
ー
三
頁
、
新
堂
幸
司

ー-
竹
下
守
夫
編

『民
事
執
行
法
を
学
ぶ
』
(有
斐
閣
、

一
九
八

一
年
)
二
六
五
、
二
七
〇
1

一
頁

(上
村
明
広
執
筆
分
)
、
中
野
貞

一
郎

『
民
事
執
行
法
上
巻
』
(青
林
書
院
新
社
、

一
九
八
三
年
)

一
〇
五
-
六
頁
、
鈴
木
忠

一
陪
三
ケ
月
土4↓
編

『
注
解
民
事
執
行
法
5
』

(第

一
法
規
、

一
九
八
五
年
)
二
六
頁
も
同
旨
。
し
か
し
中
川
毅

「間
接
強
制

の
限
界
を
論
ず
(
一
)
」
『
法
曹
会
雑
誌
』

一
一
巻
六
号

(
一
九
三
三
年
)
は
間
接
強
制
の

限
界
に
つ
い
て
の
こ
の
通
説

(著
者
は

「
目
的
説
」
と
呼
ぶ
)

に
反
対
し
て
、

間
接
強
制
の
対
象
は

「
専
ら
債
務
者
の
意
思
の
み
に
て
為
す
こ
と
を
得
べ
く
且
同
条

(旧
民
事
訴
訟
法
七
三
四
条
ー
ー
森
村
)
所
定

の
間
接
強
制

(ぎ
象
お
寮
巽

N
蓄

最
)
を
為
す
も
毫
も
強
行
法
又
は
公
序
若
く
は
良
俗
に
反
せ
ざ
る
不
代
替
作
為
」
(
一
二

頁
、
附
点
を
省
略
)
と
解
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の

「
公
序
良
俗
説
」
は
間
接
強
制
の

「適
用
範
囲
を
可
及
的
広
く
解
し
」

(二
〇
頁
)
、

「特
殊
の
技
能
経
験
を

必
要
と
す
る
絵
画
を
描
く
行
為
演
戯
を
為
す
行
為
音
楽
を
奏
す
る
行
為
其
他

一
般
に
債
務
者
独
特
の
知
識
経
験
技
能
を
必
要
と
す
る
行
為
」
(二

一
頁
、
附
点
を
省
略
)

も
含
め
る
。
だ
が
別
の
個
所
で
は
、

「発
明
発
見
を
為
す
行
為

(国
鮎
己
募
倣
)
を
目
的
と
す
る
強
制
執
行
は
独
民
訴
八
八
八
条

一
項

(我
毘
訴
七
三
四
条
)
所
定
の
間

接
強
制
方
法
に
も
依
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ど
も
既
に
完
成
せ
ら
れ
た
る
叙
上
精
神
上
の
産
物

(O
①
聾
窃
唱
巳
集
梓)
を
自
ら
文
書
に
作
成
す
る
行
為

(切
.切。げ
円.
ぎ
信
コ
瞬
)
又
は

模
倣
す
る
行
為
は
普
通
人
の
有
す
る
才
能

(①
ぽ

O
目
畠
鴇
7
三
欝
暴
器

く
。昌
閏
餌臣
αq
汀
一$
コ
)
を
以
て
為
す
こ
と
を
得
る
も
の
な
る
を
以
て
、
斯
る
行
為
の
強
制
執
行
は

前
記
間
接
強
制
に
依
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
為
」
(三
〇
頁
註
八
、
附
点
を
省
略
)
す
ド
イ
ツ
法
の
判
例
に
賛
成
し
て
お
り
、
創
造
自
体
の
間
接
強
制
は
含
ま
な
い
か
に

見
え
る
。

(
2
)

法
典
調
査
会

『民
法
議
事
速
記
録

一
八
巻
』
三
五
丁
表
裏

(穂
積
陳
重
発
言
)、
梅
謙
次
郎

『訂
正
増
補
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
』
(明
法
堂
、

一
八
九
九
年
)
五

一

頁
、
岡
松
参
太
郎

『
註
釈
民
法
理
由
下
巻
債
権
編
』
(有
斐
閣
、

一
八
九
七
年
)
八
〇
1

一
頁
。

(3
)

「劣
悪
な
詩

は
す
ぺ
て
真
正

の
感
情

か
ら
生
ま

れ
る
。
」
ρ

≦
ま

ρ

寒

O
、ミ
偽
S

》
、誹
咋"
勺
山
.二

H



創造債務の間接強制

(
4
)

「債
務
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
既

に
心
理
的
強

制
を
意
味
す

る
。
」
星
野
英

一

『
民
法
概
論
瓢
債

権
総
論
』

(良
譲
普
及
会
、

一
九
七
八
年
)
四
〇
頁
。

(5
)

鈴
木

11
三

ヶ
月
編

・
前
出
注

(
1
)

一
〇
六

-
七
頁
。

(6
)

誇

↓

閑
月。
ロ旨
弾
昌
"
Q。
窟
。
路
。
℃
Φ「♂
吋暴

湾
ρ

a

§

、ミ
蕊
き

ミ

O
詮
ぎ
£

働

炉
㍗

ω
臼

導
毬
刈
1
0Q。

(一竃
。。)

(
こ
の
論
文

の
紹
介

・
樋

口
範
雄

コ

九
八
〇
1

こ

『
ア
言

力
法
』

=

四
頁
)
。
ま
た
、
契
約
者

に
よ
る
種

々
の

「保
証

曇

馨

霞

・」
が
契
約

の
価
値

を
高

め
る

こ
と

に
つ
ぎ
、
ε

。
8
欝

巳

即
甲

。。
鼻

霞

。
「

帰
6
一瓢
σq

℃
「
。
ヨ
団器
。【
軸
〉
鵠

国
臣

鼠

鵠

ま

=

9

夢
φ

一ロ
。・
。。
闘。。
o
嚇
O
o
導
ヨ
∩
r

㏄
㊤

寄

貯

b
ミ
鳶
誉

ミ

謹

…、

旨

φ
討

嵩

週

(
一
り
QQ
O
)

を

参

照

。

(
7

)

}

↓

寄

露

暴

p

国

罵

冨

一剛。。
ヨ

暫
巳

窪

Φ

[
睾

。
{
ρ

巨

雷
。
β

㊤
・。

ぎ

龍

壽

ミ

智

§

蓉

、
ま

ω
隔

。。
O
l

。。
も。

(
罎

。。
ω
)

・

(
8
)

民
§

善

婁

噛
鶏

箕
。。

ロ
o
$

ρ

蕾
紳
ω
謡

-

認

を

参

照

。

(
9

)

客

Z
。
国
剛6
ぎ

』
、§
詩

ミ

・
題
ミ

♪

§

栽

$

§

貯

(2
¢
毒

噸
o
「
ぎ

一
り
隷

と

℃
マ

一
8

1

お

は
、

収

入

へ

の
課

税

は
そ

の

課

税

額

の
金

銭

を
得

る

た

め

に

必

要

だ

っ
た

労

働

の

強

制

と

等

価

で

あ

る

と

主

張

す

る

が

、

賛

成

し

が

た

い

(雷

ピ
・鋭

嵐
母

♂

穿

§

賜

軸ご

聖

い吋
題
愚

電

§

蹴

壽

蔓
憩

ミ

譜

§

軸

(
O
改
霞
匹
噛

$

Q。
D。
と

マ
国
8

)
。

(
10
)

「線
引
き
」

の
問
題

に

つ
い
て
は
、

一
般

的
に
井
上
達
夫

「
人
間

・
生
命

・
倫
理
i

堕
胎
論

に
寄
せ
て
」
『法
律
時
報
』
五
七
巻
七
号

(
一
九
八
五
年
〉
・

第
二
節

を
見
よ
。

(n
)

閑
§

譲

p

。・唇
鎚

鵠
。仲。
唖
℃
。・;

。。
劇
も
参
照
。

(
12
)

英
米
契
約
法

に
お
い
て
、
契
約
不
履
行

へ
の
救
済
方
法

と
し
て
金
銭
賠
償

で
は
な
し
に
特
定
履

行

。。鷲
6跳
。
窟
誉

§

碧
8

を
認

め
る
ぺ
き
理
由
と
し
て
・

こ
の
点

が
持
ち
出

さ
れ
る

ア」
と
が
多

い
。

た
と
え
ば
、

閑
§

旨
貴

・・奮

露

①
ヨ

艸
ω
8
よ

・・
ひ

留
ぎ

貴

穿

。
麟器

茸

ω
置

節
亀

§

§

ヨ
。甲
。・
り

憲

鳴
貯

ミ

智

ミ
ミ
§

、

培

一
鴇
bQ
刈
恥
-

刈
Q。
b

紹

ー

もQ
O
一

(
お

お

)
・

(
13
)

単

吋
。
『
一。
L

謬

o
魯

§

。
{
竃
葺

2

0
§

m
σq
霧

{自

ロ⇔
蕾

9

。
h
O
。
=
欝

。
計

G。
・。

O
§

ミ
§

い

舞

一
。。
8

一
。。
録

i

胡

(
お

Q◎
bQ
)
.

(14
)

一げ
峯
・
暮

お
胡
…
日
9

た
だ
し
こ
こ
で
命
じ
ら
れ
る
義
務
は
不
作
為
義
務
だ
か
ら
、
現
行
法
上
そ
の
強
制
手
段
と
し
て
は
間
接
強
制
し
か
な
い
が
・
理
論
的
に
は
直

接
強
制
も
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
民
法
典
起
草
春
も
そ
れ
を
予
想
し
て
い
た
ら
し
い
。
法
典
調
査
会

・
前
出
注
②
三
五
丁
裏
・
四
〇
丁
表
裏

(穂
積
陳
重
発
言
)
(
た
だ

し
四
六
丁
表
裏
の
梅
謙
次
郎
発
　…幽
は
や
や
慎
重
で
あ
る
)
、

梅

・
前
出
注
②
五
三
頁
。
な
お
我
妻
栄

「作
為
又
は
不
作
為
を

目
的
と
す
る
債
権
の
強
制
執
行
」
菊
井
維

大
編

『
加
藤
正
治
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集
』
(有
斐
閣
、

一
九
三
二
年
)
五
四
四
-
四
五
、
五
四
八
-
四
九
頁
も
参
照
。

中
山
幸
二
専
任
講
師
に
は
、
本
稿

の
草
稿
を
読
ん
で
い
た
だ
ぎ
、
数
多
く
の
貴
重
な
ご
教
示
、
ご
助
言
を
た
ま
わ

っ
た
こ
と
を
深

く
感
謝
す
る
。
そ
れ
ら
を
十
分
生

か
せ
な
か

っ
た
と
し
た
ら
そ
の
責
任
は
す
べ
て
私

に
あ
る
。

(287)287


