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む
す
ぴ

iJ~' 

は

し

き

ケ
ベ
ッ
ク
民
法
第
一

O
二
四
条
は
、
契
約
上
の
債
務
は
明
示
さ
れ
た
も
の
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
性
質

S
E
E
Z、
及
び
公
平

]wgEg、

慣
行

-wg認
め
、
あ
る
い
は
法

E
Z一
に
よ
っ
て
、
契
約
か
ら
由
来
す
る
す
べ
て
の
結
果
に
対
し
て
及
ぶ
も
の
で
あ
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。

(
1
)
 

学
説
判
例
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
黙
示
の
契
約
の
成
立
を
理
由
づ
け
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
こ
こ
に
い
う
黙
示
の
契
約
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
な
る
容
態
義
務
、
ま
た
、
契
約
締
結
上
の
過
失
を

(
2
)
 

あ
げ
て
い
る
。
こ
の
契
約
締
結
上
の
過
失
は
、
契
約
責
任
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
不
法
行
為
責
任
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
争
い

が
あ
る
。
そ
の
効
力
範
囲
も
こ
の
黙
示
の
契
約
の
範
囲
よ
り
も
狭
い
。

こ
こ
で
、
黙
示
の
契
約
に
つ
き
論
及
す
る
こ
と
は
契
約
の
範
囲
を
明
確
に
し
、
ま
た
、
比
較
法
的
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

黙
示
の
契
約
と
は
何
か
。

ロ
。
言
え
は
、
契
約
は
そ
こ
に
明
示
さ
れ
た
も
の
の
み
な
ら
ず
、
契
約
の
性
質

E
E
R
が
要
求
す
る
す
べ
て
の
も
の
、
ま
た
、

正
義
、

法
、
慣
行
が
、
人
が
は
い
っ
て
ゆ
く
債
務
に
与
え
る
す
べ
て
の
結
果
に
対
し
債
務
を
課
す
る
。
こ
れ
は
契
約
に
お
け
る
三
種
の
義
務
、
す

明
示
さ
れ
た
も
の
、
性
質
か
ら
由
来
す
る
も
の
、
法
ま
た
は
慣
行
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

(
3
)
 

と
述
べ
て
い
る
。

な
わ
ち
、

一
七
世
紀
の
法
律
家
が
行
っ
た
区
別
は
非
常
に
正
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
本
質

r
a
8
2
己

c
g
E
E件
、
契
約
の
性
質

E

E
E
B
巳
己
円
。
ロ
門
司
巳
契
約
の
偶
然
的
な
も
の

R
n町

内
凶

g
Z
}
]
2
2
8三
百
円
で
あ
る
。

契
約
の
本
質
と
は
そ
れ
が
な
く
て
は
契
約
が
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
が
欠
け
れ
ば
、

そ
の
契
約
を
別
個
の
契
約



に
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

契
約
の
性
質
と
は
、
契
約
の
本
質
で
は
な
く
し
て
、
契
約
当
事
者
が
設
定
す
る
が
、

明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
黙
示
及
び
言

外
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
の
約
定
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

契
約
の
偶
然
的
な
も
の
と
は
、
契
約
の
性
質
で
は
な
い
が
、
契
約
に
付
加
さ
れ
た
約
款
に
よ
っ
て
含
め
ら
れ
て
い
る
。

(4)

(5) 

黙
示
の
契
約
と
は
、
契
約
の
性
質
、
正
義
、
慣
行
、
法
を
法
源
と
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

( 

ー
) 

契
約
の
性
質
に
由
来
す
る
黙
示
の
債
務

こ
の
債
務
は
、
契
約
当
事
者
の
明
示
の
意
思
表
示
を
こ
え
て
契
約
の
範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
に
役
立
つ
が
ゆ
え
に
有
用
で
あ
る
。
と
く
に
、

契
約
関
係
に
お
い
て
安
全
保
障
の
黙
示
の
債
務
の
認
識
と
法
的
基
礎
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
財
産
に
関
す
る
安
全
債
務
に
つ
い
て
は
、

単
純
寄
託
(
一
八

O
二
C
・
丘
三
、
必
要
寄
託
(
一
八
一
五

C
・
巳
之
、
使
用
貸
借
(
一
七
六
六

C
・
巳
之
、
物
の
賃
貸
借
(
一
六
二
六

C
・
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。
日
〈
)
、
物
の
運
送
(
一
六
七
五

C
-
a〈
)
等
の
規
定
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
身
体
安
全
に
つ
い
て
は
個
別
的
規
定
は
な
く
、

(
6
)
 

O
二
四
条
の
一
般
的
な
規
定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

せ
い
ぜ
い
一

契
約
の
諸
関
係
を
分
析
す
れ
ば
、
黙
示
の
債
務
と
し
て
の
安
全
の
義
務
の
存
在
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
契
約
は
、
そ
の
一
方
当
事
者
を

他
方
当
事
者
の
身
体
的
精
神
的
な
依
存
に
お
き
、

し
か
も
一
時
的
な
依
存
で
は
な
い
。
こ
の
依
存
は
生
命
、
健
康
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と

で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
身
体
全
体
が
危
険
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
固
有
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、

不
可
能
と
も
み
ら
れ
る
場
合
さ
え
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
世
紀
中
葉
に
は
殆
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
汽
車
、
e

パ
ス
、
地
下
鉄
、

ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
、
医
術
、
外
科
、
麻
酔
の
め
ざ
ま
し
い
進
歩
、

ス
ポ
ー
ツ
の
稽
古
、

ス
ポ
ー
ツ
の
み
せ
も
の
な
ど
を
思
い
お
こ
し
て
み
れ
ば
あ

き
ら
か
で
あ
る
。

一
世
紀
前
に
は
身
体
的
な
安
全
を
考
え
て
い
な
い
契
約
が
他
方
当
事
者
に
と
っ
て
安
全
の
義
務
の
法
源
で
あ
る
こ
と
、
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い
わ
ば
、
他
方
当
事
者
の
身
体
の
安
全
を
み
る
債
務
の
法
源
で
あ
る
こ
と
は
通
常
で
は
な
か
っ
た
。

一O
二
四
条
は
契
約
関
係
の
進
化
に

追
随
す
る
こ
と
を
許
容
し
た
の
で
あ
る
。

黙
示
の
安
全
の
債
務
は
、
多
数
の
契
約
に
お
い
て
種
々
な
強
さ
を
も
っ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
安
全
の
本
質
的
条
項
戸
山
己
ω己
紹

(7) 

m
g
g民
o-Z
と
性
質
的
条
項
戸
田
己
田
口
由
。
口
三
号
色
町
に
分
類
す
る
。

(
1
)
 
安
全
の
本
質
的
条
項

契
約
関
係
に
お
い
て
、
当
事
者
が
予
め
規
定
し
な
か
っ
た
本
質
的
条
項
を
契
約
に
化
体
さ
せ
る
必
要
性
を
述
べ
る
こ
と
は
し
な
く
て
も

ょ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

ケ
ベ
ッ
ク
の
法
律
学
は
、
こ
の
本
質
的
条
項
は
契
約
に
お
い
て
言
及
し
な
く
て
も
よ
い
が
、

言
及
す
る

方
が
よ
り
よ
い
、
述
べ
て
い
る
。

あ
る
事
案
に
お
い
て
は
、
安
全
の
本
質
的
債
務
を
発
見
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
事
案
で
は
困
難
で
あ
る
。
問
題
が

(
8
)
 

微
妙
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
は
契
約
の
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
。

(i) 
医
者
の
手
当
の
契
約

医
者
の
手
当
の
契
約
は
医
者
の
負
担
に
お
い
て
そ
の
患
者
に
関
す
る
安
全
の
義
務
を
含
ん
で
い
る
。
患
者
は
そ
の
身
体
・
健
康
・
生
命

さ
え
も
医
者
の
良
心
及
ぴ
能
力
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
者
が
、
明
一
万
の
商
議
以
外
に
お
い
て
、
契
約
関
係
の
性
質

E
E
Z

を
理
由
と
し
て
、
患
者
を
手
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
安
全
を
み
る
契
約
上
の
債
務
を
承
認
す
る
こ
と
ほ
ど
合
理
的
で
あ
る
も
の
は
な

ぃ
。
し
か
し
、
控
訴
院
が
み
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
良
心
的
な
注
意
ふ
か
い
子
当
、

し
か
も
、
例
外
的
な
状
況
は
留
保
し
て
、

科
学
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
取
得
さ
れ
た
知
識
に
適
合
す
る
手
当
を
す
る
こ
と
で
充
分
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
き
、

ケ
ベ
ッ
ク
の
裁
判
所
、
特
に
、
控
訴
院
は
安
全
の
黙
示
の
契
約
上
の
債
務
を
承
認
し
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
る
。
こ

れ
は
歯
科
医
・
救
護
所
・
美
容
術
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
控
訴
院
判
事
わ
釦
印
弓
が
目
安
】
白
4
・
ピ
E
C
m
g
事
件
に
お
い
て
、
被
控
訴
人
、



美
容
院
の
所
有
者
の
責
任
を
固
守
し
て
、
「
被
告
が
原
告
の
頭
髪
を
染
め
る
こ
と
を
契
約
し
て
い
た
聞
は
、
彼
が
も
っ
て
い
る
最
善
の
努
力
、

(9) 

能
力
及
ぴ
技
術
を
つ
か
う
以
上
の
何
物
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。

(

H

H

)

 

設
立
さ
れ
た
休
暇
施
設
の
契
約

若
者
の
た
め
の
休
暇
施
設
の
構
造
、

と
く
に
、
休
暇
村
の
構
造
は
こ
れ
ら
の
世
話
人
の
責
任
の
負
担
に
お
い
て
安
全
債
務
を
含
ん
で
い

る
。
最
近
の
事
件

E
民
包
括
の
ユ
2
0
4
・
阿
見
。
自
己

n
s
a
s
c
m
ω
g
-
n
g買
は
、
第
一

O
五
六
条
に
よ
っ
て
、
一
五
才
の
息
子
、
司

g
a
F

が
被
告
団
の
組
織
す
る
休
暇
村
に
加
っ
た
と
き
、

風
邪
を
ひ
い
た
こ
と
に
よ
り
原
告
の
被
っ
た
損
害
の
賠
償
が
問
題
で
あ
っ
た
。

被
告
団
と
そ
の
子
の
両
親
と
の
聞
に
契
約
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
官
、
吋

g
y
q
gロ
は
、
そ
の
多
数
意
見
を

説
明
し
て
、

は
じ
め
に
、
原
告
は
三
週
間
そ
の
息
子
を
被
告
に
あ
づ
け
た
同
意
が
存
在
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
、

と
延
べ
た
の
で
あ

る
問
題
は
こ
の
契
約
の
内
容
を
正
確
に
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
両
親
に
宛
て
ら
れ
た
回
覧
状
は
次
の
明
示
の
債
務
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
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一
方
に
お
い
て
、
両
親
は
被
告
団
に
三
二
ド
ル
、
す
な
わ
ち
、

一
0
ド
ル
は
各
週
の
た
め
に
、
二
ド
ル
は
登
録
の
た
め
に
支
払
う
こ
と
を

約
束
し
た
の
で
あ
る
。
他
面
に
お
い
て
、
被
告
は
、
子
供
た
ち
の
運
送
を
保
障
す
る
こ
と
、
休
暇
村
を
三
週
間
の
問
自
由
に
使
用
さ
せ
る

こ
と
、
住
居
及
ぴ
寄
宿
学
校
を
供
給
す
る
こ
と
、
プ
ー
ル
の
使
用
を
監
督
す
る
こ
と
、
及
び
、
保
険
事
故
の
契
約
を
子
供
た
ち
の
た
め
に

締
結
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
れ
は
当
事
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
明
示
の
契
約
で
あ
る
が
、
契
約
は
こ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
契
約
は
、
第
一

O
二
四
条
に
も
と
づ
き
、
黙
示
の
契
約
を
含
ん
で
い
る
。
安
全
の
債
務
、
被
告
の
監
視
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
子
供
た

ち
の
監
督
の
一
般
的
債
務
の
存
在
を
被
告
団
の
負
担
に
お
い
て
承
認
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
債
務
は
契

約
の
性
質
自
体
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
子
供
た
ち
は
、

田
園
へ
、
海
へ
、
監
督
の
も
と
に
み
ち
び
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

休
暇
村
は
、
単
な
る
ゲ
レ
ン
デ
、
ま
た
は
、
宿
泊
施
設
を
貸
す
こ
と
を
含
む
の
み
な
ら
ず
、
組
織
さ
れ
、
等
級
づ
け
ら
れ
た
共
同
生
活
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を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
休
暇
村
の
組
織
者
の
監
督
を
前
提
し
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
に
お
い
て
、
「
キ
ャ
ン
プ
」
施
設
を
つ
く
っ
た
人
は

誰
で
あ
ろ
う
と
も
、
休
暇
村
で
団
体
生
活
を
し
、

そ
の
無
謀
さ
、

そ
の
か
る
は
ず
み
、
不
従
順
さ
え
も
が
推
定
さ
れ
る
一
四
・
五
才
の
若

者
は
監
督
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
控
訴
人
が
固
持
す
る
よ
う
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
監
督
は
、
あ
る
機
会
に
は
、
思
慮

ふ
か
く

つ
つ
し
み
ふ
か
い
も
の
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
、
若
者
の
責
任
の
発
意
と
意
味
を
よ
ぴ
お
こ
す
こ
と
が
休
暇
村
を
承
認
す
る
目

的
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
休
暇
村
は
恒
常
的
で
あ
り
、
合
目
的
々
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り

は
な
い
。

そ
の
性
質
、
及
び
、

そ
の
法
は
両
親
に
そ
の
監
視
の
債
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
親
は
そ
の
子
供
を
休
暇
村
の
責
任
者
に
ま
か

せ
る
こ
と
を
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
は
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
両
親
は
、
責
任
者
が
そ
の
代
り
に
負
っ
て

い
る
監
督
を
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
被
告
団
は
、
宗
教
団
体
の
二
人
の
メ
ン
バ
ー
の
責
任
の
も
と
に
休
暇
村
を
お
く
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
、
水
泳
の
講
義
を
若

者
に
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
こ
の
二
人
を
遠
泳
の
監
督
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
り
、

か
よ
う
な
債
務
を
そ
の
負
担
に
お
い
て
み
と

め
な
か
っ
た
。

こ
の
監
督
の
債
務
の
存
在
は
ー
ー
さ
ら
に
一
般
的
に
は
安
全
の
債
務
の
存
在
は
|
|
そ
こ
に
必
ず
長
い
間
と
ど
ま
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
が
ゆ
え
に
非
常
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
債
務
は
当
事
者
間
に
形
成
さ
れ
た
契
約
関
係
、
及
び
第
一

O
二
四
条
か
ら
発
生
す
る
の
で

あ
り
、
契
約
の
範
囲
に
必
ず
化
体
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
裁
判
所
が
契
約
当
事
者
に
対
し
そ
の
相
手
方
に
監
督
を
指
示
す
る
こ

と
で
き
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
控
訴
院
判
事
宮
出
互
の
も
、
「
:
:
:
被
控
訴
人
が
、
申
出
を
願
い
で
る
と
き
に
は
、
少
年
た
ち
は
そ
の

監
督
の
も
と
に
い
る
よ
う
に
処
理
し
た
と
い
う
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
」
、

と
述
べ
た
。

控
訴
院
も
、
最
高
裁
判
所
も
、
当
事
者
聞
に
形
成
さ
れ
た
契
約
関
係
に
お
い
て
、
安
全
の
黙
一
不
の
契
約
債
務
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
と
考
え
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
腕
白
ざ
か
り
の
少
年
を
被
告
団
の
監
督
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
契
約
の
性
質
を

(
日
)

み
と
め
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

(
2
)
 
安
全
の
性
質
上
の
条
項
戸
出
己
主
お

BEz--ormbnロ
ユ
広

契
約
の
性
質
上
の
条
項
は
、
当
事
者
が
あ
き
ら
か
に
除
外
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
契
約
の
範
囲
に
た
だ
ち
に
み
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
今
日
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
無
数
の
契
約
関
係
が
身
体
に
関
す
る
安
全
の
黙
示
の
契
約
債
務
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
と
に
、
人
の
運
送
、
身
体
の
傷
害
を
起
し
易
い
物
の
売
買
、
賃
貸
借
、
労
働
契
約
か
ら
由
来
す
る
状
態
に
お
い
て
も
同
じ

で
あ
る
。(

i
)
 
人
の
運
送
契
約

人
の
運
送
契
約
に
お
い
て
は
、
運
送
人
の
負
担
に
お
い
て
、
ま
た
、
旅
客
の
利
益
の
た
め
に
、
安
全
の
黙
示
の
契
約
上
の
債
務
を
否
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

39一一Quebec民法における黙示の契約

つ
ね
に
、
人
の
運
送
人
の
責
任
を
契
約
外
の
責
任
と
み
と
め
て
い
る
が
、
維
持
す
る

し
か
し
、
こ
れ
は
通
説
で
は
な
い
。
控
訴
院
は

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
裁
判
官
冨

-
F
吉
mo
切
吋

cmg丘
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
可
能
な
す
べ
て
の
相
異
を
も
っ
て
、
多
く
の
裁
判
官
は
疑
問
を
提
出
し
て
き
た
。
い
か
に
し
て
人
は
契
約
関
係
の
枠
の
外
に
運
送
人

の
そ
の
乗
客
に
対
す
る
過
失
に
よ
っ
て
運
送
の
過
程
に
発
生
し
た
損
害
に
対
す
る
責
任
を
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
」

控
訴
院
の
最
近
の
判
決
は
一
八
八
八
年
、

]

w

由
民
包
括

(
u
s
m色
自
国
ν
白
色
同
片
岡
山
色

Z
m
q
n。.
J

1

・

(Uz--肉。ロ
M

に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
最
高

裁
判
所
の
判
決
を
そ
の
根
拠
と
す
る
が
、
控
訴
院
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
そ
れ
だ
け
少
な
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
一
面
で
は
、
カ
ナ
ダ
の
民
法
に
と
っ
て
は
未
知
の
の
。
5
5
0ロ
]
知
名
の
判
決
に
も
と
づ
く
の
で
あ

(ロ)

り
、
他
面
で
は
今
日
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
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カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
若
干
の
判
決
に
お
い
て
旅
客
の
運
送
人
に
対
す
る
契
約
の
訴
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ
た
の
で
転
換
は
そ
れ
だ
け

多
く
可
能
で
あ
る
。
裁
判
官
冨
釘
ロ

E
F
は、-凶同片山町

g
m
o
m
g件、
H
，

mwM内
円
円
。
・
〈

-n。
ロ
唱

mm山氏。ロ門田
g
p
w片山門的司
5
5
m
内
庁
冨
耳
目
。
に
お

い
て
、
契
約
は
争
訟
当
事
者
聞
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
契
約
の
余
地
を
遠
ざ
け
た
。

「
:
:
:
一
九
二
三
年
八
月
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
設
立
さ
れ
た
兄
弟
マ
リ
ア
司
祭
会
修
道
者
は
、
モ
ン
リ
ヤ
ル
ま
で
の
子
供
の
遠
足
と

彼
等
の
キ
ャ
ン
プ
を
組
織
し
、
ま
た
、
控
訴
会
社
と
子
供
を
運
送
す
る
た
め
の
契
約
を
締
結
し
、
ま
た
、
こ
の
市
を
通
り
こ
し
て
、

HNczmg

同
)
広
三
ま
で
子
供
に
つ
い
て
く
る
兄
弟
た
ち
と
契
約
を
締
結
し
た
。
控
訴
人
は
彼
等
に
運
転
手
づ
き
の
こ
台
の
パ
ス
を
与
え
た
。
運
送
契

約
は
被
控
訴
人
と
控
訴
人
と
の
聞
に
存
立
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
控
訴
人
と
兄
弟
マ
リ
ア
司
祭
会
修
道
者
と
の
聞
に
存
立
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
兄
弟
マ
リ
ア
司
祭
会
修
道
者
は
被
控
訴
人
団
の
一
部
で
も
な
け
れ
ば
、

ま
た
控
訴
人
の
一
部
で
も
な
か
っ

た
。
」

こ
の
引
用
文
は
、
完
全
に
民
法
の
原
理
に
一
致
す
る
の
で
あ
り
、
争
訟
当
事
者
が
運
送
契
約
に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
契

(
日
)

約
制
度
は
運
送
人
の
責
任
を
管
理
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、

E
同
片
山
日
目
冨

n
F
Eロ
」
ご
句
ぬ

E
m思
考
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
ケ
べ
ッ
ク
の
国
際
私
法
に
お
い
て
好
意
運
送
人
の
民
事
責

任
を
決
定
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
裁
判
官
冨
・
]
立
話
。
、

F
R
E
5
2
は
こ
の
問
題
を
ふ
か
く
研
究
し
た
の
ち
、
好
意
運
送
は
契
約

関
係
、

し
た
が
っ
て
、
好
意
運
送
人
の
契
約
上
の
責
任
を
発
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
が
ゆ
え
に
、
契
約
外
の
責

任
に
関
す
る
紛
争
規
範
が
適
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
反
対
に
、
運
送
契
約
、
及
ぴ
、
契
約
責
任
が
問
題
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

と
述
べ
て
い
る
。

契
約
責
任
に
関
す
る
紛
争
法
規
が
適
用
さ
れ
た
、

最
後
に
、
守
山
片
片
山
門
お
わ
。

B℃
ω
m
Dぽ
色
。
、
H
，

E
ロ由同)。吋門司

5
4
-
R
U
}
〈
・
明
。
円
巴

2
に
お
い
て
、

そ
の
旅
行
の
終
点
で
、
被
害
者
が
被
告
の

パ
ス
を
立
ち
去
っ
た
瞬
間
に
運
転
手
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
突
進
の
結
果
乗
客
の
こ
う
む
っ
た
損
害
賠
償
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、



最
高
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
決
し
た
。

「
こ
の
突
進
は
:
:
:
旅
行
が
終
っ
た
と
き
、
ま
た
、
乗
客
と
の
契
約
が
終
止
し
た
と
き
お
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
会
社
は
そ
の
義
務
か

ら
解
放
さ
れ
て
い
た
し
、
会
社
と
乗
客
と
の
聞
の
債
務
は
履
行
さ
れ
て
い
た
、
」
と
。

こ
の
判
決
は
、
突
進
が
旅
程
の
途
中
で
お
か
さ
れ
た
な
ら
ば
、
契
約
麦
任
は
み
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
少
く
と
も
示
し

て
い
る
。

こ
の
理
由
づ
け
は
控
訴
院
を
し
て
、
医
者
の
責
任
と
同
じ
く
、
人
の
運
送
責
任
を
理
由
づ
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
運
送
人
は
民
法
一

O

二
四
条
に
も
と
づ
い
て
乗
客
の
安
全
を
監
視
す
る
黙
示
の
契
約
債
務
を
引
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

冨
-
-
o
円
宮
古
口
閉
山
・
閉
山
。
門
出
命
日
は
、
運
送
に
関
す
る
基
本
的
労
作
に
お
い
て
、
法
は
明
示
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
運
送
契
約
は
一
種
の
安

全
債
務
、
物
の
性
質
が
:
:
:
裁
判
所
に
契
約
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
そ
れ
を
知
る
よ
う
に
さ
せ
る
、

か
よ
う
な
債
務
を
も
た
ら
さ
な
い

41--Quebec民法における黙示の契約

か
ど
う
か
を
問
い
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
肯
定
し
て
い
る
。

「
そ
の
顧
客
の
旅
行
を
約
束
し
て
い
る
運
送
人
は
身
体
の
一
定
の
安
全
を
保
障
す
る
。
旅
行
は
旅
行
者
に
よ
る
一
定
の
動
力
機
関
の
利

用
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
機
械
が
二
足
の
速
度
で
動
く
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
事
情
は
事
故
な
く
し
て
目
的
地
に
到
着
す
る
こ
と
を
含

む
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
方
法
が
目
的
地
に
達
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
旅
行
者
自
身
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
が
推

定
さ
れ
る
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
。

彼
は

一
定
の
安
全
の
契
約
上
の
約
束
は
運
送
契
約
か
ら
流
出
す
る
、

(
江
川
)

と
結
論
し
て
い
る
。

(
一
日
)

物
の
売
買
、
ま
た
は
、
賃
貸
借
の
契
約

物
の
売
買
契
約
ま
た
は
賃
貸
借
契
約
は
貫
主
ま
た
は
貸
主
の
負
担
に
お
い
て
安
全
の
債
務
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
全
の
債
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務
と
売
買
に
関
す
る
一
五
二
二
条
以
下
、
及
び
、
賃
貸
借
に
抵
触
す
る
二
三
四
条
の
暇
抗
に
対
す
る
担
保
の
債
務
と
は
区
別
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
安
全
の
債
務
は
、
「
定
め
ら
れ
た
使
用
を
さ
せ
る
売
ら
れ
た
物
、
ま
た
は
、
そ
の
附
属
品
の
か
く
れ
た
暇
底
、
買
主
が
そ
れ

を
知
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
買
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、

か
よ
う
に
高
い
値
段
を
支
払
わ
な
か
っ
た
ほ
ど
そ
の
用
益
を
減
少
さ

せ
る
売
ら
れ
た
物
、
ま
た
は
、

そ
の
附
属
品
の
か
く
れ
た
暇
庇
の
た
め
に
買
主
を
担
保
す
る
」
売
主
の
義
務
と
二
重
に
使
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
同
様
に
、
貸
主
の
担
保
義
務
と
二
重
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

安
全
の
債
務
は
、
売
買
の
目
的
物
、
ま
た
は
、
賃
貸
借
の
目
的
物
の
利
用
、
取
扱
は
、
通
常
の
買
主
、
ま
た
は
、
通
常
の
賃
借
入
は
知

っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
一
定
の
注
意
を
要
求
す
る
が
た
め
に
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
売
主
、
ま
た
は
、
貸
主
は
、
目
的
物
の
「
使

(
団
)

用
の
方
法
」
を
そ
の
契
約
の
相
手
方
に
説
明
す
る
義
務
を
も
っ
て
い
る
。

冨
冨
・
冨
何
回

N
g
E
及
び
吋

E
n
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
も
同
様
で
あ
る
。

物
の
特
性
が
物
を
し
て
警
告
さ
れ
て
い
な
い
占
有
者
に
危
険
を
与
え
る
と
き
に
は
、

生
産
者
及
ぴ
、
単
純
な
転
売
業
者
は
、
職
業
的

で
あ
れ
、
ま
た
は
、
特
別
な
事
情
で
あ
れ
、
取
得
者
に
あ
ら
ゆ
る
事
故
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
指
示
を
与
え
る
義
務
を
有
す
る
と

思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
義
務
は
契
約
に
よ
っ
て
彼
に
帰
属
す
る
と
思
わ
れ
る
、

と

担
保
の
債
務
と
安
全
の
債
務
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、

(
口
)

務
を
履
行
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ね
に
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。
生
産
者
上
冗
主
は
暇
庇
に
対
す
る
担
保
の
債

冨
・
ぽ
〕
cm町
内

富

山

m
D
白
ロ
ロ
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

「
:
:
:
私
は
ラ
イ
フ
ル
銃
の
設
計
に
欠
陥
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
ラ
イ
フ
ル
銃
は
本
来
の
構
造
上
の
鍵
を
か
け
る
上
で
の
欠
陥
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
鍵
を
か
け
な
い
ま
ま
で
発
砲
さ
れ
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
」

物
そ
れ
自
体
の
生
産
の
な
か
に
暇
痕
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

生
産
者
|
売
主
が
過
失
あ
る
物
の
合
成
か
ら
生
ず
る
と
思
わ



れ
る
危
険
を
買
主
に
説
明
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
に
よ
り
安
全
の
債
務
を
怠
っ
た
、

と
思
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
、
契
約
の

目
的
物
が
そ
の
使
用
に
関
係
す
る
危
険
を
ひ
き
お
こ
す
な
ら
ば
、
売
、
玉
は
、

そ
の
物
の
操
作
・
組
立
方
法
を
そ
の
買
主
に
教
育
す
る
よ
う

に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
損
害
が
安
全
の
債
務
の
侵
害
か
ら
生
じ
売
主
が
物
の
暇
庇
を
知
り
、
ま
た
は
、
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
な
ら
ば
、
損

害
の
算
定
に
関
す
る
民
法
第
一
五
二
八
条
は
、
売
買
に
よ
っ
て
生
ず
る
価
格
の
賠
償
に
関
す
る
損
害
を
制
限
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
こ

(
珂
)

と
は
で
き
な
い
。

(
…

m) 
人
的
役
務
の
契
約

(
ゆ
)

人
的
役
務
の
一
雇
用
は
、
雇
主
の
負
担
に
お
い
て
、
被
用
者
に
関
し
安
全
の
黙
示
の
契
約
上
の
債
務
を
含
ん
で
い
る
。

民
法
一
六
七

O
粂
は
、
人
的
役
務
の
賃
貸
借
契
約
を
契
約
の
共
通
の
規
則
、
な
か
ん
づ
く
、

一
O
二
四
条
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

黙
示
の
契
約
に
つ
き
肯
定
的
な
答
を
課
し
て
い
る
。
当
事
者
を
拘
束
す
る
契
約
の
性
質

F
E
Z
B
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
被
用
者
の
安
全

43一一Quebec民法における黙示の契約

を
監
督
す
る
債
務
を
こ
の
契
約
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

黙
示
の
債
務
を
肯
定
す
る
こ
と
は
疑
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
は
こ
の
債
務
を
幾
度
と
な
く
み
と
め
た
の
で
あ
る
が
、

ケ

ベ
ッ
ク
の
最
近
の
法
律
学
は
契
約
と
は
関
係
が
な
い
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
八
九
九
年
に
、
冨
-
F
古
関
巾
匂
凶
-
F
巾
B-oロ
M

が

E
R包
括
冨
の
わ
常
任
可
ア
、
吋
宮
、
『
『
5
5
2
口
問
〈
丘
団
。
ロ
冨
ωロロ円
R
Eユロ
m
h
o
-
に
お
い
て
、
役
務
契
約
に
お
い
て
安
全
の
契
約
上
の
債

(
初
)

務
を
み
と
め
た
。

問
題
は
法
の
衝
突
の
平
面
の
上
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
裁
判
所
の
注
意
を
ひ
い
た
。
た
と
え
ば
、
役
務
契
約
は
そ
の
司
5
1
2
0
で
締

結
さ
れ
た
が
、
そ
の
損
害
は
隣
の
司

g
i
R巾
で
発
生
し
た
事
案
に
お
い
て
、
被
用
者
の
こ
う
む
っ
た
損
害
に
対
す
る
雇
用
主
の
責
任
に
お

い
て
、
ど
ち
ら
の

HMgiRσ
の
法
を
え
ら
ぶ
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
契
約
上
の
責
任
を
民
法
八
条
に
一
致
す
る
契
約
法
の
適
用
が
命
じ
た
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の
で
あ
っ
た
。
行
為
地
法
が
適
用
さ
れ
た
。
契
約
外
の
責
任
に
は
不
法
行
為
法
が
適
用
さ
れ
た
。

一
八
九
七
年
の
-
唱
え
同
包
括
ロ
ロ
℃
。
E
4

の
再
審
の
決
定
以
来
、

一
九
二
六
年
の

E
民
包
E
E
5
8
4
4・

h
g門
出
自
の
。
4
2
D
B
O再
-
Z巾吋岳山口同

C
ロ
mσ
ゅの

ω
R自
己
∞
庄
司
ゎ
。

冨
m
E
D
O
F
a
・
の
最
高
裁
の
決
定
ま
で
、
裁
判
所
は
、
被
用
者
に
関
す
る
雇
主
の
責
任
の
法
的
基
礎
に
つ
き
分
裂
し
て
い
た
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。
雇
主
の
責
任
に
つ
き
、
あ
る
決
定
は
不
法
行
為
法
を
適
用
し
て
い
る
し
、
他
の
決
定
は
契
約
法
を
適
用
し
て
い
る
。

爾
来
、
判
例
は
雇
主
の
責
任
を
民
法
一

O
五
三
条
以
下
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
構
成
し
た
こ
と
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
例

の
か
よ
う
な
流
れ
は
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
人
的
役
務
の
性
質
は
雇
主
に
そ
の
被
用
者
の
安
全
を
監
視
す
る
黙
示
の
契
約
上
の
債
務

を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
債
務
は
、

F
9
0
ロ
H
4
5
2
長
官
判
事
が
適
切
に
強
調
し
た
よ
う
に
、
人
的
役
務
の
契
約
を
特
長
づ
け
、
そ

れ
を
請
負
契
約
か
ら
区
別
す
る
「
管
理
の
法
の
結
果
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

さ
て
、
他
人
の
活
動
を
管
理
す
る
法
は
契
約
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
は
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
、
双
務
的
な
安
全
の
債
務
と
異
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

安
全
の
債
務
は
、

雇
一
主
は
、

そ
の
被
用
者
が
雇
用
の
機
能
を
、
通
常
、

は
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
彼
に
労
働
の
条
件
を
供
給
す

る
こ
と
を
要
求
す
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
条
件
は
、
周
囲
の
事
情
、
及
ぴ
、

被
用
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
労
働
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
条
件
の
実
施
の
様
式
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
、

雇
用
労
働
の
条
件
は
、
雇
主
に
と
っ
て
は
、
契
約
の
性
質
自
体
が
課
し
て

い
る
安
全
の
債
務
を
履
行
す
る
方
法
と
同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

安
全
の
債
務
は
、

そ
の
法
律
的
根
拠
を
さ
が
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
契
約
の
性
質
か
ら
由
来
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

:、晶、

官町〆ー、

B
L
u
-
-仁
V

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
公
平
は
何
か
を
示
唆
し
た
。
雇
主
は
被
用
者
の
役
務
か
ら
利
益
を
え
な
が
ら
、
身
体
全
体
に
損
害
を
も
た
ら
す
と
思

わ
れ
る
危
険
に
対
し
て
予
め
予
防
す
る
方
法
を
被
用
者
に
供
給
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
上
な
く
不
正
で
あ
る
。
或
者
は
疑
な
く
法
の
効
果

と
し
た
。



し
か
し
、

た
し
か
に
、
裁
判
所
を
拘
束
す
る
民
法
一

O
二
四
条
の
文
言
及
び
、
契
約
に
明
示
の
債
務
の
み
な
ら
ず
、
契
約
の
性
質

E

szz、
公
平
、

-uEZ5、
慣
行

E
g
m
o、
法

E

Z
円
か
ら
由
来
す
る
債
務
を
挿
入
す
る
解
釈
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。

と
も
か
く
、
人
的
役
務
の
賃
貸
借
は
、
。
戸
Mmσ2
民
法
の
基
本
的
原
理
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
明
示
の
商
議
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
に

は
、
一
雇
一
主
の
負
担
に
お
い
て
安
全
の
黙
示
の
契
約
上
の
債
務
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
領
域
に
承
認
さ
れ
て
い
る
実

務
上
の
解
決
は
当
事
者
聞
の
契
約
関
係
の
不
正
確
な
評
価
の
結
果
と
思
わ
れ
る
。

我
々
は
身
体
に
関
す
る
安
全
の
債
務
を
研
究
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
債
務
は
、
契
約
の
資
質
が
契

約
の
性
質
自
体
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
黙
示
の
債
務
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
今
ゃ
あ
る
事
案
(
医
療
契
約
、

美
容
契
約
)

で
は
そ
れ
を
許
容
し
て
い
る
か
ら
、
な
ん
の
た
め
に
、
ま
た
、

い
か
な
る
原
理
の
名
に
お
い
て
、
す
で
に
我
々
が
検
討
し
た

他
の
事
案
に
お
い
て
、
ま
た
、
契
約
の
履
行
が
一
方
当
事
者
の
安
全
な
身
体
に
損
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の
類
似
の
事
案

に
お
い
て
、
裁
判
所
が
黙
示
の
債
務
を
許
容
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
か
、
実
際
に
、

わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

45--Quebec民法における黙示の契約

裁
判
所
は
、

E
吟
包
括

0
2
5
2
-
2
4
u
H
N
g
m
E己
に
お
い
て
、
判
例
の
実
状
か
ら
み
て
、
権
利
目
巾
門
町
三
件
を
述
べ
る
こ
と
は
最
高
裁
判

所
、
お
そ
ら
く
ま
た
立
法
者
に
の
み
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
援
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
口
実
の
も
と
に
司
法
権
の
行
使
を
ま
ぬ
が

れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
の
ぞ
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
誤
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
立
法
者
は
、
権
限
の
委
譲
に
よ

っ
て
、
裁
判
所
に
契
約
関
係
の
精
密
な
分
析
の
結
果
、
契
約
当
事
者
の
黙
示
の
権
利
義
務
を
発
見
す
る
こ
と
を
課
す
る
の
で
あ
る
。
控
訴

院
が
、
最
近
、
医
者
の
責
任
に
つ
き
み
と
め
た
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
支
配
的
な
判
例
の
か
た
よ
り
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
決
定
的
な

(
幻
)

瞬
間
に
は
法

E

Z
日
の
も
と
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。

( 

ー) 

公
平

]
d
A
E
お
に
由
来
す
る
債
務
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契
約
の
黙
示
の
内
容
は
、
民
法
一

O
二
四
条
に
よ
り
、
契
約
の
性
質

S
E
E
Zに
由
来
す
る
債
務
の
み
な
ら
ず
、
公
平
]
d
A
ロ
志
に
基

因
す
る
債
務
を
も
合
ん
で
い
る
。

今
日
、
契
約
に
お
い
て
公
平
の
条
項
の
内
容
を
精
確
に
述
べ
る
こ
と
は
、

た
し
か
に
容
易
で
は
な
い
。

民
法
典
編
纂
の
と
き
に
、
哲
学
的
個
人
主
義
ド
グ
マ
、
及
ぴ
、
経
済
的
自
由
主
義
ド
グ
マ
が
、

一
八
八
六
年
、

一
九
世
紀
の
活
力
に
お

い
て
、
心
ロ
与
の
の
の
立
法
者
を
契
約
の
形
成
に
関
し
公
平
の
条
項
を
廃
止
す
る
よ
う
に
も
た
ら
し
、
損
害
に
関
す
る
規
定
、
ま
た
は
、
損
害

賠
償
の
司
法
に
よ
る
軽
減
の
規
定
を
廃
止
す
る
よ
う
に
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
時
代
は
変
っ
た
の
で
あ
る
。
契
約
理
論
の
仕
上
げ
を
支

配
し
た
理
念
は
、
事
象
の
前
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
労
働
関
係
の
領
域
に
お
い
て
、

立
法
者
は
民
法
典
の
欄
外

で
人
的
役
務
の
契
約
の
商
議
の
自
由
に
基
因
し
て
適
用
を
是
正
す
る
こ
と
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ご
く
最
近
、
立
法
者
は
民
法

典
に
次
の
題
目
を
と
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
第
一
に
、
代
物
弁
済
の
条
項
に
、
買
戻
し
付
き
売
買
の
事
案
、
ま
た
は
、

解
除
条
項
の
も
と
に
課
さ
れ
る
六

0
日
間
の
催
告
を
適
用
す
る
た
め
の
若
干
の
契
約
に
お
け
る
公
平
、
第
二
に
、
裁
判
官
が
「
危
険
を
考

慮
し
て
、

ま
た
、
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
金
銭
債
務
が
過
度
な
金
銭
貸
借
の
費
用
、
及
ぴ
、
冷
酷
、
法
外
な
取
引
を
表
現
す
る
」
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
裁
判
所
に
金
銭
貸
借
に
起
因
す
る
金
銭
債
務
を
切
り
下
げ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
無
効
に
す
る
こ
と
を
許
容
す

る
た
め
の
若
干
の
契
約
に
お
け
る
公
平
で
あ
る
。

ロ
。
吉
田
叶
は
巴

m
g
g
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
人
は
、
公
平
が
契
約
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
方
法
で
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
結
果
の
た
め
に
、
同
様
に
そ
こ
に
合
ま
れ

て
い
る
こ
と
、
及
び
、

そ
れ
に
つ
ず
く
す
べ
て
の
こ
と
を
行
う
た
め
に
他
人
に
対
し
善
意
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
外

に
含
ま
れ
て
い
な
い
い
か
な
る
契
約
も
な
い
」
と
。

民
法
編
纂
者
は
第
一

O
二
四
条
及
ぴ
第
一

O
五
三
条
を
お
き
、
第
一

O
二
四
条
は
契
約
上
の
権
利
濫
用
理
論
の
形
成
に
有
益
、

か
つ
、



成
果
あ
る
役
割
を
維
持
し
、
第
一

O
五
三
条
は
、
契
約
外
の
平
面
で
権
利
濫
用
の
理
論
の
設
立
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。

法
学
部
長

EH)の
え
は
、
「
契
約
上
の
権
利
は
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
法
に
よ
る
権
利
骨
三
亡
mmm-
に
よ
り
も
優
越
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

こ
の
点
に
つ
き
、
濫
用
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
述
べ
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。

裁
判
所
、
こ
と
に
控
訴
院
は
、
契
約
法
の
領
域
に
お
い
て
権
利
濫
用
の
理
論
の
適
用
を
拡
大
す
る
こ
と
を
契
約
上
の
権
利
の
基
本
的
な

前
提
、
意
思
の
自
治
を
侵
害
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
で
臨
時
し
た
。
こ
の
た
め
に
-
〆
民
包

R
O
E
-
w
q
C色
白
え
わ
山
口
町
田
門
目
白
4
・

no広
の
控
訴

院
の
判
決
が
引
用
さ
れ
る
が
、
合
意
の
文
言
に
一
致
す
る
契
約
の
告
知
か
ら
生
ず
る
侵
害
の
た
め
の
損
害
の
訴
が
問
題
で
あ
っ
た
。
最
高

裁
判
所
は
、

被
告
団
が
契
約
外
の
責
任
を
発
生
す
る
権
利
の
濫
用
を
お
か
し
た
、

と
い
う
動
機
の
訴
訟
を
受
け
入
れ
た
、

と
思
わ
れ
る
。

控
訴
院
は
判
決
を
破
棄
し
、
訴
を
却
下
し
た
。
控
訴
院
は
、

と
に
か
く
、
被
告
側
に
権
利
の
濫
用
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
到

っ
た
が
ゆ
え
に
、
契
約
上
の
問
題
に
権
利
濫
用
の
理
論
を
承
認
す
る
こ
と
を
宣
言
し
な
か
っ
た
こ
と
は
適
当
で
あ
る
。
問
題
に
関
す
る
裁

判
官
の
意
見
の
表
明
、
ま
た
は
、
沈
黙
は
、
控
訴
院
が
被
告
に
原
告
を
害
す
る
意
図
を
発
見
し
た
な
ら
ば
持
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
価
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値
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

そ
の
と
き
、

そ
の
問
題
に
つ
き
態
度
を
決
定
す
る
こ
と
は
争
訟
の
解
決
の
た
め
に
本
質
的
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
契
約
問
題
に
お
い
て
権
利
濫
用
理
論
の
拡
大
に
反
対
を
宣
言
し
た
唯
一
の
裁
判
官
も
委
任

の
悪
意
の
告
知
に
関
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
』
c
m
叩
百
円
自
己
の
意
見
に
傾
倒
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、

F
8
2自
己
自
身
次
の
こ
と
を
み
と
め
た
。
委
任
の
解
約
が
、
全
く
の
恋
意
に
よ
り
、
真
実
の
動
機
も
な
く
、
加
害
の
た
め
、

ま
た
、
受
任
者
の
個
人
的
な
顧
客
の
利
益
を
自
分
の
も
の
に
す
る
た
め
、
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
発
生
し
た
損
害
賠
償
の
訴
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
、

と
み
と
め
た
。

す
な
わ
ち
、
卑
見
で
は
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
被
告
に
最
小
限
の
恋
意
、
最
小
限
の
真
意
の
不
存
在
、
顧
客
の
利
益
を
自
分
の
も
の

に
す
る
最
小
限
の
意
思
を
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
、

と
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周
知
の
よ
う
に
冨

"
r
-
c
mゅ
の
巳

egzR
は
、
権
利
濫
用
原
理
の
否
認
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
加
害
の
目
的
に
お
い
て
は
契
約
上

の
権
利
の
行
使
を
留
保
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

卑
見
で
は
、
権
利
濫
用
理
論
は
こ
の
水
準
に
位
置
し
て
い
る
。
権
利
の
出
所
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
も
、
権
利
は
絶
対
的
で
は
あ
り
得
な

い
と
い
う
こ
と
を
み
と
め
る
こ
と
が
本
質
的
に
問
題
で
あ
る
。
す
べ
て
の
権
利
は
固
有
の
目
的
規
定
を
も
っ
て
い
る
。
権
利
は
社
会
的
な

命
令
、
ま
た
は
、
経
済
的
な
必
要
に
譲
歩
す
る
の
で
あ
っ
て
、
復
讐
心
、
ま
た
は
、
害
意
の
衝
動
を
み
た
す
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

契
約
上
の
権
利
の
行
使
は
こ
の
視
界
の
な
か
に
存
立
す
る
。
法
秩
序
、
道
徳
秩
序
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
場
合
に
悪
を
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

す
べ
て
の
契
約
は
、
民
法
一

O
二
四
条
に
も
と
づ
い
て
、
給
付
を
す
る
こ
と
に
お
い
て
誠
実
の
要
求
に
一
致
す
る
黙
示
の
債
務
を
含
ま

(
お
)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

( 

ー
) 

慣
習
に
由
来
す
る
債
務

民
法
一

O
二
四
条
は
、

そ
の
取
引
地
の
慣
行
が
課
し
て
い
る
黙
示
の
債
務
を
契
約
の
領
域
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
立
法
者
は
、

民
法
一

O
一
七
条
に
お
い
て
、
「
契
約
条
項
が
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
そ
れ
が
慣
行
で
あ
れ
ば
契
約
は
そ
れ
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
規
定
し
た
。

裁
判
官
に
と
っ
て
は
、

そ
の
行
為
地
の
慣
習
の
存
在
、

そ
の
内
容
、

そ
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
所
為
が
問
題
で
あ
る
。

い
ち
ど
み
と
め

ら
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
慣
習
は
、
当
事
者
の
合
意
と
矛
盾
し
な
い
か
ぎ
り
、
確
か
に
、
契
約
に
化
体
さ
れ
、
契
約
の
範
囲
の
欠
く
べ
か
ら

(M) 

ざ
る
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。



(
四
)

法
に
由
来
す
る
債
務

民
法
一

O
二
四
条
は
、
遂
に
、
法
に
由
来
す
る
黙
示
の
債
務
は
契
約
の
範
囲
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
規
律
は
、
卑
見
で
は
、
州
及
ぴ
連
邦
の
立
法
に
よ
る
規
則
に
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
際
航
空
運
送
に
関
係
す
る
連
邦
立
法

は
、
陸
上
運
送
に
関
す
る
州
立
法
と
同
様
に
、
国
際
航
空
運
送
契
約
に
化
体
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、

入
院
保
険
の
州
制
度
は
契
約

の
存
立
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
契
約
は
「
統
一
規
則
に
よ
っ
て
無
償
で
保
険
役
務
を
こ
の
州
の
住
民
に
供
給
す
る
た
め
に

-o
辛
口
窓
口
告
寸
問
。
〈

O
B
O
R
8
8ロ
由
。
ロ
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
条
件
仁
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

法
に
よ
る
通
行
法
的
債
務
、
及
び
、
法
に
よ
る
補
充
的
債
務
に
関
し
て
民
法
一

O
二
四
条
の
適
用
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
は
ふ
さ
わ

し
い
こ
と
で
あ
る
。

(1) 
黙
示
の
補
充
債
務

民
法
一

O
二
四
条
は
、
補
充
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
た
め
に
包
括
的
で
あ
る
。
補
充
規
定
は
当
事
者
の
明
示
の
処
分
の
不
存
在
を
み
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と
め
る
が
ゆ
え
に
、
当
事
者
の
推
定
上
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
契
約
の
黙
示
の
内
容
の
一
部
と
な
る
の
で
あ
る
。
民
法
典
に
お
い
て
著
し

い
事
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
民
法
二
一
六

O
条
、
「
:
:
:
夫
婦
は
夫
婦
財
産
契
約
に
よ
っ
て
特
段
の
定
め
を
し
な
け
れ
ば
婚

姻
中
取
得
し
た
財
産
は
共
有
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
、
」
民
法
一
五

O
七
条
「
:
:
:
法
定
担
保
は
売

買
契
約
の
な
か
に
約
定
が
な
け
れ
ば
法
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
。
当
事
者
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
段
の
約
定
を
法
定
担
保
に
付

{
お
)

加
し
、
そ
の
効
果
を
減
少
し
、
ま
た
は
、
全
く
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

(
2
)
 
黙
示
の
強
行
者
的
債
務

こ
れ
は
強
行
法
的
性
質
の
あ
る
立
法
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
契
約
自
由
の
表
示
の
も
と
に
発
生
す
る
契
約
に
お

い
て
、
そ
の
違
反
が
民
事
責
任
の
契
約
制
度
の
適
用
を
開
始
す
る
法
の
強
行
規
定
を
挿
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
若
干
の
学



第11巻 3号一一50

か
よ
う
な
債
務
は
契
約
外
の
責
任
を
発
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
、

と
主
張
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

者
と
と
も
に
、

こ
の
問
題
は
、
契
約
自
由
を
た
し
か
に
侵
害
す
る
が
、

た
い
て
い
の
場
合
に
権
利
濫
用
を
妨
止
す
る
こ
と
を
規
律
す
る
た
め
、
契
約
に
つ

き
増
大
す
る
規
律
が
支
持
さ
れ
る
今
日

と
く
に
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。

立
法
規
定
は
、
契
約
当
事
者
の
行
為
を
決
定
す
る
性
質
を
有
し
、
約
定
の
な
か
に
は
い
り
こ
み
、

そ
れ
を
着
色
し
て
、
契
約
た
る
資
質

を
取
得
す
る
、
と
考
、
え
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
民
法
第
一

O
二
四
条
、
「
契
約
上
の
債
務
は
、
そ
こ
に
表
示
さ
れ
た
も
の

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
性
質
、
及
ぴ
、
公
平
、
慣
習
、
ま
た
は
、
法
に
よ
っ
て
流
出
す
る
す
べ
て
の
結
果
に
及
ぶ
」
、
と
い
う
条
文
は
、
立
法

規
定
が
補
充
的
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
強
行
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
区
別
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
冨
冨
・

冨
町
民

gc己
免
叶
ロ
ロ
わ
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ら
の
債
務
は
当
事
者
が
相
互
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
承
認

す
る
な
ら
ば
、
賦
課
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
こ
の
た
め
に
「
立
法
者
は
当
事
者
に
決
定
さ
れ
た
債
務
を
発
生
さ

せ
る
義
務
を
課
す
る
が
、
契
約
を
承
認
す
る
な
ら
ば
彼
等
に
義
務
を
も
課
し
て
い
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
立
法
者
が
、
契
約
の
範
囲
の
な

か
に
強
行
的
に
債
務
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
債
務
を
一
度
に
契
約
の
外
に
だ
し
て
し
ま
う
こ
と
は
お
か
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
き
う
る
だ
け
、
特
定
の
事
態
の
法
律
的
な
効
果
を
同
質
の
規
律
で
確
保
す
る
関
心
、
及
ぴ
、
履
行
、
ま
た
は
、
責
任
、
当
事
者
に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
た
義
務
、
ま
た
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
契
約
の
紐
帯
と
同
様
な
機
能
と
理
解
さ
れ
た
義
務
を
契
約
と
異
な
る
領
域
に
お
か

と
思
わ
れ
る
。
た
と
、
え
ば
、
立
法
者
に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
た
、
相
手
方
当
事
者
に
対
す
る
恋
意
的
な
個
人
的
行

為
の
保
障
、
民
法
一
五

O
九
条
、
「
売
主
は
い
か
な
え
る
保
障
に
も
任
じ
な
い
と
い
う
こ
と
が
約
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
彼
の
個
人
的
行
為

な
い
関
心
が
存
在
す
る
、

に
対
し
て
は
責
を
負
う
。
こ
れ
に
反
す
る
す
べ
て
の
約
定
は
無
効
で
あ
る
」
は
、
他
の
債
務
と
と
も
に
、
不
可
分
の
契
約
を
形
成
す
る
た

め
に
売
買
契
約
の
な
か
に
化
体
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
簡
単
に
分
析
す
れ
ば
、
契
約
の
黙
示
の
債
務
の
種
々
な
る
法
源
が
存
在
す
る
。
民
法
一

O
二
四
条
に
も
と
づ
い
て
、
裁
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g
e
 77 

et 

seq. 
Derselbe

，
 Lehrbuch des Schuldrechts

，
 Bd
 1，

 Allgemeinr Teil
，
 14. 

Aull. 
(1987) 

S.9f. 

(
的
)

Voir P
a
u
l
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，
 Ibid.

，
 (1975)

邑
la

page 466
，5. 

(
司
)

Voir P. -A
.
 Crepeau

，
 Ibid.

，
 (1975) 

a
 la 
page 468

，9
 



Voir P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la 
page 466

，6
 

Voir P.
←A.

C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la 
page 467

，8
 

5
ト:t;!

C
o
d
e
 civil 

d
u
 Q
u
e
b
e
c
 (1979)

日
吋

時
。

A
r
t
 .1802. 

T
h
e
 depositary is 

b
o
u
n
d
 to apply in 

the keeping of the thing deposited the care of a
 prudent administrator. 

A
r
t
 1802. 

L
e
 depositaire doit apporter a

 la 
garde de la 

chose deposee le 
soin d'un b

o
n
 pere de famille. 

A
r
t

目1815.
T
h
e
 persons mentioned in 

the last preceding article are responsible if 
the things be stolen 

or 
d
a
m
a
g
e
d
 b

y
 

their servants or agents
，

 or b
y
 strangers c

o
m
i
n
g
 a
n
d
 going in the house

，
 but are not liable to m

a
k
e
 g
o
o
d
 to a

n
y
 guest

，
 

a
n
y
 

theft of
，

 or injury to goods or property brought to their 
houses

，
 not 

being 
a
 horse 

or 
other 

live 
animal

，
 or 

a
n
y
 gear 

appertaining thereto
，

 or a
n
y
 carriage

，
 to 

a
 greater a

m
o
u
n
t
 than the s

u
m
 of forty dollars

，
 except in 

the following cases 

1. 
W
here such goods or property h

a
v
e
 been stolen

，
 lost

，
 or injured through their wilful act

，
 default

，
 or neglect

，
 or of 

a
n
y
 servant in their employ; 

2. 
W
here such goods or property have been deposited expressly for safe custody with them. 

Provided always
，

 
that

，
 in 
case of such deposit

，
 such persons m

a
y
，

 if 
they think fit

，
 

require
，

 as a
 condition of liability

，
 

that such goods or property be deposited in 
a
 bo
x
 or

，
 other receptacle fastened a

n
d
 sealed b

y
 
the 

person 
depositing 

the 

(
出
)

(
叩
)

目的||忠世揺

s
a
m
e
.
 

If 
a
n
y
 such persons refuse to 

receive for safe custody
，

 an
y
 goods or property of 

their 
guests. 

or 
if 

a
n
y
 
such 

guest
，

 

through a
n
y
 fault of such person. be unable to deposit such goods or property

，
 such persons are not entitled to

出
.
e
benefit 

of this article
，

 in 
respect of such goods or property. 

S
u
c
h
 persons m

u
s
t
 cause to be kept conspicuously posted in 

the office a
n
d
 public r

o
o
m
s
，

 an
d
 in every b

e
d
r
o
o
m
 in 

their 

establishments
，

 a
 co
p
y
 of this article. 

printed in plain type; a
n
d
 they are entitled to the b

e
n
巴fit

of its 
provisions in respect 

of such goods or property only as are brought to their establishment while such copy is 
so posted. 

S
u
c
h
 persons are not responsible if 

the theft be c
o
m
m
i
t
t
e
d
 b
y
 force of a

r
m
s
 
or 

the 
d
a
m
a
g
e
 b

e
 
caused 

b
y
 
irresistible 

force
，

 nor are they responsible if 
it 
be proved that the loss or d

a
m
a
g
e
 is 

caused b
y
 a

 stranger a
n
d
 has arisen f

r
o
m
 neglect 
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or carelessness o
n
白
.e
part of the person clai

紅
白
g.

A
r
t
 .1815. 

Les personnes m
e
n
t
i
o
m
話
es

dans l'article precedent sont responsables d
u
 vol o

u
 d
o
m
m
a
g
e
 des effets de leurs 

h
o
旬
s
par leurs domestiques o

u
 agent

，
 ou
 par des etrangers allant et venant dans la 

maison
，

 mais il 
ne sont tenus d'inde. 

mniser 
leurs 

h
白tes

d
u
 vol o

u
 des d

o
m
m
a
g
e
s
 des biens 

o
u
 effets 

apportes
，

 autres 
qus 

des 
chevaux 

o
u
 
autres 

a
n
i
m
a
u
x
 

vivants et 
leurs harnais o

u
 voit

町
es

，p
o
町

une
s
o
m
m
e
 plus considerable que celle de $

 40
，

 except
草
dans

les 
cas suivants: 

1. 
D
a
n
s
 ce cas o

u
 ces biens o

u
 effets ont ete voles 

.ou
 en
d
o
m
m
a
g
e
活
par

leur volonte 
leur faute o

u
 leur negligence o

u
 

par celles de tout serviteur a
 leur emploi; 

2
 .
 D
a
n
s
 le 

cas o
u
 ces biens o

u
 effets ont ete confies expressement a

 leur garde; 

P
o
u
r
v
u
 toutefois que

，
 dans le 

cas de ce depot
，

 ces personnes puissent
，

 si 
elles 

le 
jugent a

 propos
，

 poser c
o
m
m
e
 con. 

dition de leur responsabilite
，

 que ces biens o
u
 effets seront deposes dans une boite o

u
 a
u
甘
e
receptacle ferme et scelle par 

les personnes q
凶

les
y

 ont deposes. 

Si 
ces personnes refusent de mettre e

n
 s o.

rete des biens o
u
 effets appartenant a

 leurs hotes
，

 ou
 si 

ces hotes.par la 
faute 

de ces personnes
，

 sont incapables de d
e
p
ω
e
r
 ainsi ces biens o

u
 effets

，
 elles n'ont pas droit de beneficier d

u
 present article 

quant a
 ce q

凶
concerne

ces biens o
u
 effets. 

C
e
s
 personnes doivent faire afficher e

n
 v
u
e
，

 dans les bureaux
，

 les salles publiques
，

 et 
les c

h
a
m
b
r
e
s
 a

 coucher de leurs 

邑tablissements
，
une copie de present article imprimee e

n
 caract

吾res
lisibles; et lis 

ne peuvent beneficier de ces dispositions 

que pour les biens o
u
 effets apportes a

 leurs etablissements pendant que telle copie est ainsi affichee. 

C
e
s
 personnes ne sont pas responsables d

e
 vols c

o
m
m
i
s
 avec force a

r
m
e
e
 o
u
 de d

o
m
m
a
g
e
s
 resultant de force m

a
j
e
町
e.

Elles ne sont n
o
n
 plus responsables s'il 

est prouve que la perte o
u
 le 

d
o
m
m
a
g
e
 est cause par u

n
 etranger

，
 et 

est 
arrive 

par la 
negligence o

u
 l'incurie de la 

personne qui e
n
 reclame le 

montant. 

A
r
t
 .1766. 

T
h
e
 borrower is 

b
o
u
n
d
 to bestow

仕
le

care of a
 prudent adrninistrator in the safe-k

田
ping

a
n
d
 preservation 

of the thing loaned. 

H
e
 cannot apply

仕
le

白
ing

to a
n
y
 other use

仕
m
n
血
at

for which it 
is 
intended b

y
 its 

nature or b
y
 agreement. 



Art.1766. 
L'emprunteur est tenu de ve

ilIer en b
o
n
 pere de f

a
m
ilIe

 a
 la 
garde et 

a
 la 
conservation de la 

chose pretee. 

II 
ne peut s'en servir qu'a I'usage pour lequel elle est destin

邑e
par sa nature o

u
 par la 

convention 

A
r
t
 .1626. 

T
h
e
 lessor m

a
y
 obtain temporary vacating b

y
 or dispossession of the lessee to 

m
a
k
e
 necessary repairs 

T
h
e
 tribunal m

u
s
t

出
en

fix the conditions required to protect the rights of the lessee. 

A
r
t
 .1626. 

L
e
 locateur 

peut 
obtenir 

l'邑
vacution

o
u
 la 

depossession temporaire 
d
u
 locataire 

afin 
de 

proceder a
 des 

r
邑
parations

necessair
巴，s.

L
e
 tribunal doit alors fixer les conditions requises pour la 

protection des droits d
u
 locataire. 

A
r
t
 .1675. 

T
h
e
y
 are liable for the loss or d

a
m
a
g
e
 of things entrusted to t

h
e
m
，

 unless they can prove that such loss or 

d
a
m
a
g
e
 w
a
s
 caused b

y
 a

 fortuitous event or irresistible force
，

 or has arisen f
r
o
m
 a

 defect in 
the thing itself. 

A
r
t
 .1675. 

lls 
sont responsables de la 

perte et des avaries des choses qui leur sont confiees
，

 a
 mo
i
n
s
 qu'ils ne prouvent 

que la 
perte et 

les 
avaries ont

吾t邑
causees

par cas fortuit 
o
u
 force majeure

，
 ou
 proviennent des defauts de la 

chose elle-

m
e
m
e
.
 

A
r
t
 .1024. 

T
h
e
 obligation of a

 contract extends not only to 
w
h
a
t
 is 

expressed in 
it
，

 but also to 
all 

the consequences 

w
h
i
c
h
，
 by
 equity

，
 usage or l

a
w
，

 are incident to the contract
，

 according to 
its 

nature. 

A
r
t
 .1024. 

L
e
s
 obligations d'un contrat s'etendent n

o
n
 seulement 

a
 ce 

qui y
 est 

exprime
，

 mais 
encore 

a
 toutes 

les 

consequences qui e
n
 decoulent

，
 d'apres sa nature et 

suivant l'
吾
quite

，
l'usage o

u
 la 

loi 

(
ド
)

Voir P. -A
.
 C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la 
page 467

，8
，

 
-468. 

(
∞
)
 

Voir P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la 
page 468

，9. 

(
∞
)
 

Voir P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975)
邑
la 

page 468
，10. 

(:=:) 
Voir P

.
-
A
.
C
r
吾p
e
a
u
，
Ibid.

，
 (1975) 

a
 la 
page 468

，10
，11

，12 

91024 d
u
 code civel d

u
 Q
u
e
b
e
c
 :t!利(坦)今年

J体
堕
。

Voir P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 Ib
id.

，
 (1975)

昌
la

page 470
，13. 

Voir P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la 
page 470

，13
，14. 

SI--忠告足

(
ロ
)

(
口
)
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(
白
)

Voir P
.
-A.

C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la 
p
a
g
e
 470

，15. 

(
ヨ
)

Voir P
.
-
A
.
C
r
吾p
e
a
u
，
Ibid.

，
 (1975) 

a
 la 
page 471

，15. 

(
白
)

Voir P
.
-
A
.
C
r
邑p
e
a
u
，
Ibid.

，
 (1975) 

a
 la 
p
a
g
e
 471

，16. 

A
r
t
 .1522. 

T
h
e
 seller 

is 
obliged b

y
 l
a
w
 to 

warrant tbe buyer against such latent 
defects 

in 
the 

tbing sold
，

 an
d
 its 

accessories
，

 as render it 
unfit for the use for w

h
i
c
h
 it 

w
a
s
 intended

，
 or so diminish its 

usefulness tbat the buyer w
o
u
l
d
 not 

have bought it
，

 or w
o
u
l
d
 not have given so large a

 price
，

 if 
he h

a
d
 k
n
o
w
n
 tbem. 

A
r
t
 .1522. 

L
e
 vendeur est tenu de 

garantir 
l'acheteur 

a
 raison 

des 
defauts 

caches 
de 

la 
chose 

vendue 
et 

de 
ses 

accessoires
，

 qui la 
rendent impropre a

 l'usage auquel o
n
 la 

destine
，

 ou
 qui diminuent tellement son utilite que l'acquereur 

ne l'aurait pas achetee
，
 ou n'en aurait pas d

o
n
n
e
 si 

haut prix
，ぜ

il
les 

avait connus 

Art.1614. 
T
h
e
 a
m
o
u
n
t
 witbheld is 

imputed to tbe p
a
y
m
e
n
t
 of tbe repairs or improvements. 

T
h
e
 lessor is 

answerable to the lessee for a
n
y
 a
m
o
u
n
t
 exceeding the rent witbheld that the letter w

a
s
 authorized to dis. 

burse. 

Art.1614. 
L
e
 m
o
n
t
a
n
n
t
 retenu est imput

吾
a
u
paiement des r邑parations

ou ameliorations. 

L
e
 locateur est responsable envers le 

locataire de tout m
o
n
t
a
n
t
 excedant le 

loyer retenu et que ce dernier a
 ete autorise 

a
d
色bourser.

Art.1528. 
If 
the seller did not k

n
o
w
 tbe defects

，
 or is 

not legally p
r
e
s
u
m
e
d
 to have k

n
o
w
n
 t
h
e
m
，

 he is 
obliged only to 

restore the price a
n
d
 to reimburse to 

the buyer the expenses caused b
y
 the sale. 

Art.1528. 
Si 

le 
vendeur ignorait les 

vices de la 
chose o

u
 n'est pas legalement p

r
e
s
u
m
e
 les 

avoir connus
，

 il 
n'est tenu 

envers l'acheteur qu'au r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 d
u
 prix et 

des frais occasionnes par la 
vente 

(;:::) 
V

 oir P. - A. C
r
邑p
e
a
u
，
Ibid.

，
 (1975) 

a
 la 
page 471

，16. 

(
口
)

Voir P. -
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975)
亙
la

p
a
g
e
 471

，17. 

(;:::) 
V
o
i
r
P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la
p
a
g
e
 471

，17. 

(
含
)

Voir P. -A.
C
r
邑p
e
a
u
，
Ibid.

，
 (1975) 

a
 la 
page 472

，18. 



Voir P
.
-A.

C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la 

p
a
g
e
 473

，19. 

V
o
i
r
P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
 la
p
a
g
e
 473

，19-20. 

A
r
t
 .1670. 

T
h
e
 rights a

n
d
 obligations arising f

r
o
m
 the lease or hire of personal service are subject to the rules c

o
m
m
o
n
 

(
気
)

umi--砂町蜘口線

to contracts. 

A
r
t
 .1670. 

L
e
s
 droits et obligations r

吾sultant
d
u
 bail de service personnel sont assujettis a

u
x
 regles c

o
m
m
u
n
e
s
 a
u
x
 c
o
n
 

trats. 

(
お
)

Voir P
.
-
A
.
C
r
邑p

e
a
u
，
Ibid.

，
 (1975)

邑
la

p
a
g
e
 473

，19. 

Art.8. 
D
e
e
d
s
 are construed according to the laws of the country w

h
e
r
e
 they w

e
r
e
 passed

，
 unless there is 

s
o
m
e
 l
a
w
 to 

the contrary
，

 or the parties h
a
v
e
 agreed otherwise

，
 or b

y
 the nature of the d

e
e
d
 or f

r
o
m
 other circumstances

，
 it 
appears 

that the intention of the parties w
a
s
 to b

e
 governed b

y
 the l

a
w
 of another place; in 

a
n
y
 of w

h
i
c
h
 cases

，
 effect is 

given to 

such l
a
w
，

 or such intention expressed or presumed. 

Art.8. 
L
e
s
 actes s'interpr

邑
tent

et s'appr
邑cient

suivant la 
loi 

d
u
 lieu o

u
 ils 

sont passes
，

 a
 mo
i
n
s
 qu'il n'y ait 

quelque loi 

a
 ce contraire

，
 qu
e
 les parties n

e
 s'en soient exprimees autrement

，
 ou
 q
u
e
，

 de la 
nature de l'acte

，
 ou
 des autres circons-

tances
，

 il 
n'apparaisse q

u
e
 l'intention a

邑
te

de s'en rapporter a
 la 
loi 

d'un autre lieu; 
auxquels cas il 

est d
o
n
n
e
 effet a

 cette 

loi
，

 ou
 a

 cette intention e
x
p
r
i
m
邑
e
o
u
 p
r
e
s
u
m
白

.

(
~
)
 

Voir P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 (1975) 
a
 la 
p
a
g
e
 474

，21-22 

A
r
t
 .1053. 

E
v
e
r
y
 person 

capable of discerning right f
r
o
m
 w
r
o
n
g
 is 

r
巴sponsible

for the d
a
m
a
g
e
 caused b

y
 his 

fault to 

another
，

 whether b
y
 positive act

，
 im
p
r
u
d
e
n
c
e
，

 neglect or w
a
n
t
 of skill. 

A
r
t
 .1053. 

T
o
u
t
e
 personne capable d

e
 discerner le 

bien d
u
 m
a
l
，

 est 
responsable 

d
u
 d

o
m
m
a
g
e
 cause 

par 
sa 

faute 
a
 

autrui
，

 soit par son fait
，

 soit par i
m
p
r
u
d
e
n
c
e
，

 negligence o
u
 inhabilet

邑
.

(
m
 
Voir P

.
-A.

C
r
邑p

e
a
u
，
(1975)

邑
la

p
a
g
e
 475

，23-476
，26. 

(
~
)
 

Voir P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 (1975) 
a
 la 
p
a
g
e
 476

，26-477
，27. 

A
r
t
 .1017 .

 T
h
e
 c
u
s
t
o
m
a
r
y
 clauses m

u
s
t
 b
e
 supplied in 

contracts
，

 although they b
e
 not expressed 
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A
r
t
 .1017 .

 O
n
 doit suppleer dans le 

contrat les 
clauses quiy sont d'usage

，
 quoiqu' elles n'y soient pas exprimees. 

(
お
)

Voir P
.
-A
.
Crepeau

，
 (1975)

邑
la 

page 477
，27-478

，28. 

Voir P
.
-
A
.
C
r
邑peau

，
(1975) 

a
 la 
page 477

，28. 

(
~
)
 

Voir P
.
-
A
.
C
r
e
p
e
a
u
，

 (1975)
邑
la

page 477
，28. 

A
r
t
 .1260. 

T
h
e
 l
a
w
 does not determine the matrimonial regime except in 

the absence of special 
agreements 

b
y
 mar-

riage contrac t. 

Consorts w
h
o
 have not entered into special agreements b

y
 a

 marriage contract are subject to the regime of partnership 

of acquests provided for in Chapter First A
 of this title. 

Art.1260. 
L
a
 loi 

n
e
 fixe le 

regime matrimonial qu'a defaut de conventions speciales par contrat de mariage. 

L
es

邑p
o
u
x
qui n'ont pas fait de 

conventions 
speciales 

par 
contrat 

de 
mariage 

sont 
soumis 

a
u
 regime 

de 
la 

societe 

d'acquets pre
刊

a
u
chapitre premier A

 d
u
 present titre. 

Art.1507. 
Legal warranty is 

implied b
y
 l
a
w
 in the contract of sale without stipulation.Nevertheless the parties m

a
y
，

 

b
y
 special agreement

，
 ad
d
 to

白
e
obligations of legal warranty

，
 or diminish its 

effects
，

 or exclude it 
altoge

出
er.

A
r
t
 .1507. 

L
a
 garantie legale est suppl

邑邑
de

droit sans stipulation dans le 
contrat de vente. 

L
es

 parties peuvent neanmoins par des 
conventions 

particulieres 
ajouter 

a
u
x
 
obligations 

de 
la 

garantie 
legale

，
 e
n
 

diminuer les 
effets

，
 ou
 l'exclure entierement. 

(
~
)
 

V
o
i
r
P
.
-
A
.
C
f
e
p
e
a
u
，

 Ibid.
，

 (1975) 
a
l
a
p
a
g
e
4
7
7
，28-478

，29. 

A
r
t
 .1509. 

Although it 
b
e
 stipulated 

that the seller 
is 

not obliged to 
a
n
y
 warranty

，
 he is 

nevertheless obliged to a
 

warranty against his personal acts. A
n
y
 agreement to the contraty is 

null. 

A
r
t
 .1509. 

Quoiqu'il soit stip
叫
吾

que
le 

vendeur n' est so
田

凶
s

a
 aucune 

garantie
，

 il 
d
e
m
e
u
r
e
 
cependant 

oblige 
a
 la 

garantie de ses faits personnels. 
T
o
u
t
e
 convention contraire est nulle. 
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察
当
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