
<論

説
>

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か

―
ド
イ
ツ
法
を
参
考
に
―

田

處

博

之

目

次

一

は
じ
め
に

二

わ
が
国
の
法
状
況

三

ド
イ
ツ
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄

⑴

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定

⑵

学
説
に
よ
る
評
価

⑶

住
戸
所
有
者
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
地
位
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か

⑷

若
干
の
整
理

四

む
す
び
に
代
え
て
―
日
本
法
へ
の
示
唆
―

札
幌
学
院
法
学
（
二
〇
一
九
）
三
六
巻
一
号

一
-七
七

一

(一
)



⑴

日
本
法
で
も
所
有
権
放
棄
で
き
な
い
？

⑵

ど
う
や
っ
た
ら
⽛
捨
て
ら
れ
る
⽜
？

⑶

付
論
：
今
後
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
？

一

は
じ
め
に

マ
ン
シ
ョ
ン(⚑

)の
所
有
者
は
、
そ
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
か(⚒

)。

動
産
で
あ
れ
ば
、
そ
の
所
有
者
は
、
そ
の
物
を
自
由
に
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
―
も
ち
ろ
ん
捨
て
方
の
ル
ー
ル
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
捨
て
方
の
ル
ー
ル
に
抵
触
し
な
い
限
り
は
（
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
ル
ー
ル
が
用

意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
）、
と
い
う
限
定
付
き
で
は
あ
る
が(⚓

)―
。
そ
し
て
、
実
際
に
所
有
者
が
そ
の
物
を
捨
て
れ
ば
所
有
権
を
放
棄
し
た

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う(⚔

)。

不
動
産
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
不
動
産
と
い
え
ば
、
通
常
は
大
き
な
財
産
的
価
値
を
有
す
る
か
ら
、
そ
の
所
有
権
を
放
棄
し
た
い
な
ど

と
い
う
事
態
は
、
普
通
は
考
え
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
都
市
圏
の
中
心
部
は
別
と
し
て
、
過
疎
化
の
進
む
地
方
や
、
都
市
圏

で
あ
っ
て
も
郊
外
で
は
、
不
要
に
な
っ
た
不
動
産
を
処
分
し
よ
う
と
売
り
に
出
し
て
も
買
い
手
が
つ
か
な
い
こ
と
が
あ
り
、
空
き
家
が
タ

ダ
で
や
り
取
り
さ
れ
る
例
も
あ
る
よ
う
で
あ
る(⚕

)。

不
動
産
で
あ
っ
て
も
、
土
地
で
な
く
建
物
で
あ
れ
ば
、
建
物
は
取
り
壊
し
て
し
ま
え
ば
目
的
物
滅
失
に
よ
り
所
有
権
が
消
滅
す
る(⚖

)の
で
、

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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所
有
権
放
棄
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
所
有
権
消
滅
と
い
う
同
様
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る(⚗

)。
し
た
が
っ
て
、
建
物

に
つ
い
て
は
、
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
実
益
は
、
あ
ま
り
大
き
く
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
所
有
権
放
棄
な
ど
と
い
う
こ
と

を
せ
ず
と
も
、
建
物
を
取
り
壊
し
て
し
ま
え
ば
、
所
有
者
と
し
て
の
地
位
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

土
地
は
物
理
的
に
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
建
物
の
よ
う
に
取
り
壊
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
引
き
取
り
手
が
見
付

か
ら
な
い
場
合
に
、
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
も
建
物
で
は
あ
る
が
、
他
の
区
分
所
有
者
が
い
る
以
上
、
自
分
の
意
向
だ
け
で
取
り
壊
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
引
き

取
り
手
が
ど
う
し
て
も
見
付
か
ら
な
い
場
合
に
つ
き
、
や
は
り
所
有
権
放
棄
の
可
否
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
所
有
権
放

棄
の
可
否
を
検
討
す
べ
き
実
際
的
必
要
性
は
、
土
地
以
上
に
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
固
定
資
産
税
だ
け
で
な
く
、
管

理
費
や
修
繕
積
立
金
の
負
担
が
あ
る
程
度
大
き
な
金
額
の
も
の
と
し
て
月
々
か
か
っ
て
く
る
し
、
昭
和
三
〇
年
代
の
第
一
次
マ
ン
シ
ョ
ン

ブ
ー
ム
か
ら
す
で
に
半
世
紀
を
経
て
、
今
後
、
売
却
し
よ
う
に
も
買
い
手
の
つ
か
な
い
築
年
数
の
経
っ
た
（
高
経
年
）
マ
ン
シ
ョ
ン
が
大

量
に
発
生
す
る
の
で
は
な
い
か
。
年
数
が
あ
ま
り
経
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
売
値
を
下
げ
れ
ば
そ
れ
な
り
に
買
い
手
が
出
て
こ
よ
う(⚘

)が
、
老

朽
化
し
た
中
古
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
部
は
す
で
に
売
る
に
売
れ
な
い
状
況
を
迎
え
て
い
て(⚙

)、
い
ず
れ
、
お
金
を
取
っ
て
売
る
の
で
は
な
く
、

逆
に
お
金
を
つ
け
て
引
き
取
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
な
ど
と
、
冗
談
の
よ
う
な
話
し
も
巷
で
は
語
ら
れ
て
い
る(10

)。

も
ち
ろ
ん
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
都
市
圏
に
あ
っ
て
好
立
地
の
こ
と
が
多
い
か
ら
（
初
期
に
建
設
さ
れ
た
高
経
年
の
も
の
は
と
く
に
そ
う
で

あ
ろ
う
。）、
建
物
を
取
り
壊
し
て
更
地
と
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
そ
の
上
で
新
し
く
マ
ン
シ
ョ
ン
を
再
築
す
れ
ば
、
価
値
あ
る
不
動
産
に

生
ま
れ
変
わ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
取
り
壊
さ
ず
に
大
規
模
改
造
な
ど
を
通
じ
て
再
生
す
る
方
法
も
あ
り
得
る(11

)。
し
か
し
、
費
用
の
問
題
も
あ

る
し
、延
命
策
も
永
久
に
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。）が
、取
壊
し
な
い
し
建
替
え
の
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
は
決
し
て
低
く
な
い(12

)。

そ
の
た
め
に
は
、
取
壊
す
だ
け
（
再
築
し
な
い
）
な
ら
区
分
所
有
者
全
員
の
合
意
が
必
要
だ
し(13

)、
建
替
え
な
ら
区
分
所
有
者
お
よ
び
議
決
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権
の
五
分
の
四
以
上
の
賛
成
が
要
る
（
区
分
所
有
法
六
二
条
一
項
）。
多
数
決
と
は
い
え
、
高
経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
と
住
民
も
高
齢
化
し
て

い
て
、
建
替
え
に
伴
う
二
度
の
引
っ
越
し
が
嫌
わ
れ
る
な
ど
し
て
、
五
分
の
四
の
多
数
を
得
る
の
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
建

替
え
に
は
資
金
の
問
題
も
大
き
い
。
建
て
替
え
て
余
剰
床
が
発
生
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
分
譲
す
る
こ
と
で
既
存
の
区
分
所
有
者
は

資
金
負
担
が
な
し
で
（
あ
る
い
は
少
な
く
て
）
済
む
が
、
敷
地
に
余
裕
が
な
く
、
も
と
の
建
物
が
容
積
率
い
っ
ぱ
い
に
建
て
ら
れ
て
い
て
、

建
て
替
え
て
も
余
剰
床
が
生
じ
な
い
と
な
る
と
、
解
体
や
再
築
の
費
用
を
ま
る
ま
る
区
分
所
有
者
全
員
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
解
体
す
る
だ
け
で
も
、（
戸
建
て
で
は
な
く
）
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
ら
高
額
の
費
用
が
発
生
し
よ
う
。
か
く
し
て
、
老
朽
化

し
て
そ
の
ま
ま
で
は
買
い
手
の
つ
か
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有
者
は
、
そ
こ
に
住
み
続
け
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
（
居
住
利
益
は
一
応
、
得

ら
れ
る
。）、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
所
有
者
で
あ
る
以
上
、
固
定
資
産
税
の
ほ
か
管
理
費
、
修
繕
積
立
金
を
た
だ
た
だ
負
担
し
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
（
そ
れ
も
、
高
経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
ほ
ど
修
繕
積
立
金
は
高
額
に
な
ろ
う
。）、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
負
の
資
産
と
化
す

る
の
で
あ
る(14

)。

か
り
に
、
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
の
あ
と
、
ど
う
な
る
か
。
す
な
わ
ち
、
所
有
権
放
棄
さ
れ
て
、
所
有

者
が
い
な
い
状
態
と
な
っ
た
あ
と
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
態
を
無
主
と
い
う
が
、
わ
が
民
法
は
、
所
有
者
の
な
い
不
動
産
は

国
庫
に
帰
属
す
る
と
規
定
す
る
（
二
三
九
条
二
項
）
の
で
、
所
有
権
放
棄
さ
れ
て
無
主
と
な
っ
た
不
動
産
は
、
即
座
に
国
の
も
の
と
な
る
。

し
か
し
、
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
の
放
棄
が
可
能
か
ど
う
か
（
す
な
わ
ち
、
所
有
者
の
い
る
不
動
産
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
が
所

有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
で
無
主
の
不
動
産
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
）
は
規
定
が
な
く
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
わ
れ
る(15

)。

そ
も
そ
も
、
わ
が
民
法
で
は
、
不
動
産
に
か
ぎ
ら
ず
、
お
よ
そ
物
一
般
に
つ
い
て
、
所
有
権
放
棄
で
き
る
と
明
文
で
規
定
し
た
条
文
が

な
い(16

)。
明
治
二
三
年
の
旧
民
法
は
、
財
産
編
四
二
条
五
号
に
お
い
て
、⽛
物
ヲ
處
分
ス
ル
能
力
ア
ル
所
有
者
ノ
任
意
ノ
遺
棄
⽜
に
よ
り
所
有

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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権
は
消
滅
す
る
と
規
定
し
て
い
た
が
、
現
民
法
に
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
現
民
法
の
立
法
者
は
、
所
有
権
放

棄
で
き
な
い
も
の
と
考
え
た
、
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
物
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
で
き
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

あ
え
て
条
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
み
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
動
産
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
で
き
る
、
所
有
権

放
棄
で
き
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
こ
と
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
動
産
と
同
じ
よ
う
に
所
有
権
放
棄
が
可
能
な
の
か
は
、
や

は
り
よ
く
見
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

不
動
産
所
有
権
の
放
棄
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
民
法
二
三
九
条
二
項
の
規
定
が
あ
る
か
ら
、
所
有
権
放
棄
さ
れ
て
無
主
と
な
っ
た

不
動
産
は
国
の
所
有
と
な
る
。
所
有
権
放
棄
さ
れ
る
よ
う
な
不
動
産
は
通
常
、
無
価
値
で
、
利
益
を
も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
負
担
に
し
か
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
不
動
産
所
有
権
放
棄
の
可
否
の
問
題
は
、
そ
う
し
た
負
の
財
産
を
、
所
有
権
放
棄
を
通
じ
て
国
に
引
き
取
ら
せ

る
こ
と
が
可
能
か
、
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
わ
が
国
の
裁
判
例
や
学
説
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
か
、
わ
が
国
の
法
状
況
に
つ
い
て
筆
者
は
す
で
に

概
観
し
た
こ
と
が
あ
る(17

)。
な
お
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
は
あ
る
も
の
の
、一
般
論
と
し
て
お
よ
そ
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
、

と
み
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
っ
た(18

)。

も
っ
と
も
、
前
稿
で
は
、
土
地
を
一
人
で
単
独
所
有
す
る
土
地
所
有
権
を
念
頭
に
不
動
産
所
有
権
放
棄
の
可
否
を
扱
い
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
み
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

不
動
産
所
有
権
放
棄
の
可
否
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
状
況
を
概
観
し
た
こ
と
も
あ
る(19

)。
ド
イ
ツ
で
は
、
民
法

（
BürgerlichesGesetzbuch.以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
表
記
す
る
。）
が
、
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
の
制
度
を
明
文
で
も
っ
て
規
定
し
て
い

る(20
)。す

な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、⽛
第
三
編

物
権
法
⽜⽛
第
三
章

所
有
権
⽜⽛
第
二
節

土
地
所
有
権
の
取
得
お
よ
び
喪
失
⽜
の
な
か
で
以
下
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の
と
お
り
規
定
す
る
。

九
二
八
条

所
有
権
放
棄
、
国
庫
の
先
占

⚑

土
地
の
所
有
権
は
、
所
有
者
が
放
棄
の
意
思
を
土
地
登
記
所
に
対
し
て
表
示
し
、
こ
れ
が
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚒

放
棄
さ
れ
た
土
地
を
先
占
す
る
権
利
は
、
そ
の
土
地
の
存
在
す
る
ラ
ン
ト
の
国
庫
に
帰
属
す
る
。
国
庫
は
、
所
有
者
と
し
て
土

地
登
記
簿
に
登
記
す
る
こ
と
で
、
所
有
権
を
取
得
す
る
。

同
条
の
も
と
で
の
彼
地
の
法
状
況
は
、
概
括
的
に
い
う
と
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
⑴
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
が
明
文

で
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
法
制
の
も
と
、
実
際
に
も
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
、
ほ
ぼ
自
由
に
認
め
ら
れ
て
い
て
、
土
地
を
所
有
し
続

け
る
こ
と
の
負
担
か
ら
免
れ
よ
う
と
い
う
だ
け
で
は
良
俗
違
反
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
⑵
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
あ
と
は
、
土
地

は
と
り
あ
え
ず
無
主
と
な
り
、
国
（
そ
の
土
地
の
存
在
す
る
ラ
ン
ト
の
国
庫
を
い
う
。
ド
イ
ツ
法
に
つ
き
以
下
、
同
じ
。）
に
先
占
権
が
認

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
利
用
価
値
の
あ
る
土
地
な
ら
ば
、
国
が
先
占
権
を
行
使
し
て
国
有
と
な
っ
た
り
、
第
三
者
が
国
の
先
占
権
を
譲
り
受

け
て
行
使
す
る
こ
と
で
、
無
主
の
状
態
か
ら
脱
す
る
の
に
対
し
、
国
か
ら
も
第
三
者
か
ら
も
見
向
き
も
さ
れ
な
い
よ
う
な
土
地
だ
と
、
先

占
権
は
行
使
さ
れ
な
い
し
、
先
占
権
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
も
現
れ
な
い
の
で
、
無
主
の
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
る
（
も
し
、
そ
こ

で
国
が
先
占
権
を
放
棄
す
る
と
、
私
人
だ
れ
も
が
先
占
で
き
る(21

)が
、
国
が
先
占
権
を
放
棄
せ
ず
、
行
使
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
、
私
人
が

先
占
す
る
こ
と
は
で
き
な
い(22

)。)。

こ
こ
で
も
、
筆
者
は
、
土
地
を
一
人
で
単
独
所
有
す
る
場
合
の
土
地
所
有
権
放
棄
の
み
を
扱
い
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有
権
放
棄
に
つ
い

て
は
ま
っ
た
く
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
土
地
を
単
独
所
有
す
る
場
合
の
所
有
権
放
棄
と
は

ま
た
違
っ
た
議
論
が
あ
る
。
本
稿
は
彼
地
で
の
法
状
況
を
紹
介
す
る(23

)こ
と
で
、
わ
が
国
で
の
今
後
の
議
論
へ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
も
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の
で
あ
る(24

)。
二

わ
が
国
の
法
状
況

ま
ず
、
わ
が
国
の
乏
し
く
は
あ
る
が
学
説
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
等
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
か

を
み
て
お
こ
う
。

わ
が
国
で
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有
権
と
い
え
ば
、
⒜
建
物
の
⽛
専
有
部
分
⽜（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
部
分
）
に
対
す
る
単
独
の
所
有
権
（
区

分
所
有
権
）
と
、
⒝
そ
れ
以
外
の
建
物
部
分
で
あ
る
⽛
共
用
部
分
⽜
に
対
す
る
共
有
持
分
権
、
お
よ
び
、
⒞
建
物
の
⽛
敷
地
⽜
に
対
す
る

敷
地
利
用
権
（
敷
地
の
共
有
持
分
権
な
ど
）
の
三
つ
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る(25

)。
区
分
所
有
法
一
五
条
お
よ
び
二
二
条
が
基

本
的
に
分
離
処
分
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
、所
有
権
放
棄
す
る
の
で
あ
れ
ば
、こ
れ
ら
三
つ
を
セ
ッ
ト
に
し
て
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る（
こ

れ
ら
三
つ
の
う
ち
、
一
部
だ
け
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い(26

)。）。

さ
き
に
一
で
は
、
わ
が
民
法
に
は
、
お
よ
そ
物
一
般
に
つ
い
て
（
不
動
産
で
あ
る
と
動
産
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
）
所
有
権
放
棄
に
つ
い

て
規
定
し
た
条
文
は
な
い
と
書
い
た
が
、
一
つ
の
物
を
一
人
が
所
有
す
る
単
独
所
有
で
は
な
く
、
共
有
物
に
対
す
る
持
分
権
で
あ
れ
ば
、

放
棄
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
条
文
上
、
前
提
と
さ
れ
て
い
て
、
す
な
わ
ち
、
民
法
二
五
五
条
は
、
共
有
者
の
一
人
が
そ
の
持
分
を
放
棄
し

た
と
き
は
、
そ
の
持
分
は
、
他
の
共
有
者
に
帰
属
す
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
る
と
、
そ
の
う
ち

⒜
専
有
部
分
は
無
主
の
不
動
産
と
し
て
民
法
二
三
九
条
二
項
に
よ
り
国
の
所
有
と
な
る
の
に
対
し
、⒝
共
用
部
分
の
共
有
持
分
権
や
⒞（
区

分
所
有
者
が
敷
地
を
共
有
し
て
い
る
場
合
の
）
敷
地
利
用
権
は
他
の
共
有
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
分
離
処
分
を
基
本
的
に
禁
止
し
て
、
三
者
の
一
体
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
区
分
所
有
法
の
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
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適
切
で
な
い
。
そ
こ
で
、
区
分
所
有
法
一
二
条
は
、
⒝
共
用
部
分
に
対
す
る
共
有
持
分
権
に
つ
い
て
、
区
分
所
有
法
一
三
条
～
一
九
条
の

規
定
に
よ
る
こ
と
と
し
て
、
民
法
の
共
有
に
関
す
る
規
定
（
二
四
九
条
～
二
六
二
条
）
の
適
用
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
区
分
所
有
法
二

四
条
は
、
⒞
敷
地
利
用
権
が
数
人
で
有
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
区
分
所
有
者
が
敷
地
を
共
有
し
て
い
る
、
ま

た
は
、
敷
地
の
賃
借
権
等
を
準
共
有
し
て
い
る
）
場
合
に
、
民
法
二
五
五
条
の
適
用
を
排
除
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
⒝
共
用
部
分
の
共
有

持
分
権
や
⒞
(区
分
所
有
者
が
敷
地
を
共
有
し
て
い
る
場
合
の
）
敷
地
利
用
権
は
、
放
棄
さ
れ
る(27

)と
、
持
分
が
他
の
共
有
者
に
帰
属
す
る
こ

と
に
は
な
ら
ず
、（
同
時
に
放
棄
さ
れ
た
⒜
専
有
部
分
と
と
も
に(28

)）
無
主
と
し
て
国
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
を
い
う
学
説
は
少
な
く
な
い(29

)が
、
そ
れ
ら
の
記
述
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も

の
と
は
い
え
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
と
い
う
問
題
の
存
す
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
所
有
権
放
棄
を
可
と
判
断
し
た
と
ま

で
み
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
な
か
に
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
は
可
能
で
あ
る
と
表
現
上
、
明
言
す
る
も
の
も
あ
り
、
す
な
わ

ち
、
石
田
喜
久
夫
は
昭
和
五
九
年
に
、⽝
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
⽞
の
な
か
で
、⽛
分
離
処
分
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

専
有
部
分
と
敷
地
利
用
権
と
を
同
時
に
放
棄
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
本
条
に
よ
り
両
者
と
も
無
主
物
と
な
り
、
民

法
二
三
九
条
二
項
の
定
め
る
と
お
り
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
⽜
と
す
る(30

)。
し
か
し
、
こ
の
記
述
も
、
⒜
専
有
部
分
放
棄
を
可
能
と

明
言
す
る
も
の
で
は
（
表
現
上
）
あ
る
に
し
て
も
、
⒜
専
有
部
分
と
⒞
敷
地
利
用
権
と
を
同
時
に
放
棄
す
る
の
で
あ
れ
ば
分
離
処
分
に
は

あ
た
ら
な
い
の
で
、
分
離
処
分
禁
止
に
抵
触
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
は
放
棄
で
き
る
か
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
に
、
そ
の
可
否
に
言
及
す
る
学
説
も
一
部
に
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
五
八
年
の
区
分
所
有
法
改
正
の
立
案
作
業
に
従
事
し
た
濱
崎
恭
生
は
、
昭
和
六
〇
年
に
、
法
曹
時
報
連
載
の
⽛
建

物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
⽜
の
な
か
で
、（
専
有
部
分
と
敷
地
利
用
権
の
一
方
の
み
を
放
棄
す
る
こ
と
は
分
離
処

分
に
あ
た
る
か
ら
、
許
さ
れ
な
い
が
、）
専
有
部
分
と
敷
地
利
用
権
を
と
も
に
放
棄
し
た
場
合
は
、
両
者
と
も
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
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る
、
と
す
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
⽛
そ
の
よ
う
な
放
棄
が
許
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
⽜
と
留
保
を
付
す
る(31

)と
と
も
に
、
不
動
産
所
有
者
が

所
有
権
を
放
棄
で
き
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
と
す
る(32

)。

元
裁
判
官
で
あ
る
青
山
正
明
も
、
平
成
一
九
年
に
⽝
新
版
注
釈
民
法
⽞
の
な
か
で
、
専
有
部
分
の
所
有
権
の
放
棄
を
可
能
と
解
す
る
と

き
は
、
区
分
所
有
法
二
四
条
が
あ
る
結
果
と
し
て
、
専
有
部
分
の
所
有
権
お
よ
び
敷
地
利
用
権
は
、
放
棄
に
よ
り
、
と
も
に
国
庫
に
帰
属

す
る
が
、⽛
専
有
部
分
の
所
有
権
の
放
棄
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
⽜
と
し
、
専
有
部
分
の
所
有
権
の

放
棄
を
不
可
能
と
解
す
る
と
き
は
、
同
条
の
適
用
の
余
地
は
な
い
（
同
条
は
、
放
棄
で
な
く
、
区
分
所
有
者
が
相
続
人
な
く
し
て
死
亡
し

た
場
合
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
）
と
す
る(33

)。
裁
判
官
で
あ
る
大
内
俊
身
も
、
平
成
九
年
に
青
山
正
明
編
⽝
区
分
所
有
法
（
注
解
不
動
産
法

第
五
巻
）⽞
の
な
か
で
、
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
て
、⽛
不
動
産
所
有
権
（
専
有
部
分
）
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、
放
棄
で
き

る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法
で
す
べ
き
か
は
問
題
で
あ
る
⽜
と
す
る(34

)。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
を
不
可
と
断
じ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
本
当
に
可
能
な
の
か
、

疑
い
の
目
で
も
っ
て
見
て
い
る
か
の
印
象
が
あ
る(35

)。

裁
判
例
は
ど
う
か
。
―
筆
者
に
見
落
と
し
が
な
け
れ
ば
で
あ
る
が
―
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
の
可
否
が
争
わ
れ
た
裁

判
例
は
、
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
。

筆
者
は
、
か
つ
て
、
所
有
権
放
棄
に
よ
り
無
主
と
な
っ
て
国
庫
帰
属
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

関
す
る
法
律
（
情
報
公
開
法
）
に
基
づ
き
各
地
の
財
務
局
か
ら
資
料
の
提
供
を
受
け
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る(36

)が
、
マ
ン
シ
ョ

ン
が
所
有
権
放
棄
さ
れ
て
国
庫
に
帰
属
し
た
（
裁
判
例
で
な
く
て
）
実
例
も
、
少
な
く
と
も
平
成
二
三
年
度
か
ら
平
成
二
七
年
度
ま
で
の

五
年
間
に
お
い
て
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
所
有
権
放
棄
で
な
く
、
相
続
放
棄
に
よ
っ
て
国
庫
に
帰
属
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

九

(九
)



れ
ば
、
裁
判
例
で
は
な
い
が
、
実
際
に
複
数
、
例
が
あ
る
。
そ
の
事
案
内
容
は
す
で
に
別
稿
で
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る(37

)が
、
所
有
権
放

棄
に
よ
っ
て
で
は
な
い
が
、
相
続
放
棄
に
よ
っ
て
国
有
化
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
が
す
で
に
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
銘
記
し
て
お
き
た

い
。

三

ド
イ
ツ
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄

⑴

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定(38

)

ド
イ
ツ
で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い(39

)。
一
で
も
み
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
土
地
に
つ
い
て
、
所
有
権
放

棄
を
明
文
で
許
容
し
て
い
る
（
九
二
八
条
）
の
と
、
対
照
的
で
あ
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
条
文
の
文
言
上
、
所
有
権
放
棄
が
許
さ

れ
な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
時
の
判
例
・
通
説
は
こ
れ
を
否
定
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
詳
細
に

論
ず
る
の
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
で
あ
る
。
以
下
に
紹
介
す
る(40

)が
、
そ
の
前
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
を

め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
基
本
的
概
念
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
住
戸
所
有
権
（
W
ohnungseigentum
）
と
は
、
土
地
と
そ
の
上
の
建
物
と
を
一
体
の
不
動
産
と
す
る
法
制(41

)の
も

と
、
住
戸
に
対
す
る
特
別
所
有
権
（
Sondereigentum
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
属
す
る
共
同
財
産
（
gem
einschaftlichesEigentum
）

に
対
す
る
共
有
持
分
と
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
（
住
戸
所
有
権
法
（
Gesetz
über
das
W
ohnungseigentum
und
das

D
auerw
ohnrecht(W
ohnungseigentum
sgesetz).以
下
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
と
表
記
す
る
。）
一
条
二
項
）。
共
同
財
産
と
は
、
土
地
、
な
ら
び

に
、
特
別
所
有
権
や
第
三
者
の
所
有
権
の
目
的
で
は
な
い
建
物
の
一
部
、
施
設
お
よ
び
設
備
を
い
う
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
条
五
項
）。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

一
〇

(一
〇
)



建
物
に
よ
っ
て
は
、
住
戸
で
は
な
く
、
店
舗
や
事
務
所
な
ど
居
住
目
的
に
供
さ
れ
な
い
空
間
が
あ
る
場
合
も
あ
り
、
部
分
所
有
権

（
T
eileigentum
）
と
は
、
そ
う
し
た
空
間
に
対
す
る
特
別
所
有
権
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
属
す
る
共
同
財
産
に
対
す
る
共
有
持
分
と
結
合
し

た
も
の
で
あ
る
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
条
三
項
）。
な
お
、
本
稿
で
は
、
以
下
、
住
戸
所
有
権
と
部
分
所
有
権
と
を
総
称
し
て
住
戸
所
有
権
等
と
表
記

し
、
ま
た
、
住
戸
と
、
居
住
目
的
以
外
に
供
さ
れ
る
空
間
と
を
総
称
し
て
住
戸
等
と
表
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。

特
別
所
有
権
お
よ
び
共
同
財
産
を
有
す
る
の
が
住
戸
所
有
者
（
W
ohnungseigentüm
er）
で
あ
る
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
〇
条
一
項
）。
住
戸
所

有
者
相
互
の
関
係
は
、Ｗ
Ｅ
Ｇ
の
規
定
と
、Ｗ
Ｅ
Ｇ
が
特
段
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
か
ぎ
り
で
、Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
共
同
関
係（
Gem
einschaft）

に
つ
い
て
の
規
定
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
〇
条
二
項
一
文
）。
共
同
関
係
と
は
、
一
つ
の
権
利
が
複
数
の
者
に
共
同
に
帰
属
す

る
関
係
で
あ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
⽛
第
二
編

債
務
関
係
法
⽜⽛
第
八
章

個
々
の
債
務
関
係
⽜
に
⽛
第
一
七
節

共
同
関
係
⽜（
七
四
一
～
七

五
八
条
）
を
置
く
と
と
も
に
、⽛
第
三
編

物
権
法
⽜⽛
第
三
章

所
有
権
⽜
に
⽛
第
五
章

共
有
⽜（
一
〇
〇
八
～
一
〇
一
一
条
）
を
置
い

て
、
こ
れ
を
規
律
す
る
。
な
お
、
住
戸
所
有
者
の
共
同
関
係
（
Gem
einschaftderW
ohnungseigentüm
er）
は
、
団
体
と
し
て
の
意
味

合
い
を
有
す
る
場
面
も
あ
り
、
そ
う
し
た
場
面
で
は
住
戸
所
有
者
共
同
体
な
ど
と
訳
出
し
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い(42

)が
、
本
稿
で
は
統

一
的
に
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
と
訳
出
し
て
あ
る
。

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
の
紹
介
に
戻
ろ
う
。
こ
れ
は
、
住
戸
所
有
者
が
、
公
証
人
に
よ
っ
て
公
証
さ
れ
た
書

面
で
も
っ
て
、⽛
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
よ
る
土
地
に
対
す
る
⽜
放
棄
の
意
思
表
示
を
行
い
、
必
要
な
す
べ
て
の
登
記
を
土
地
登
記
簿
に
す
る

よ
う
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
土
地
登
記
所
は
、
こ
の
申
請
を
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
の
登
記
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
、
住
戸
所
有
権

は
放
棄
で
き
な
い
と
の
理
由
に
よ
り
し
り
ぞ
け
た
た
め
、
こ
れ
に
対
し
住
戸
所
有
者
が
抗
告
し
た
も
の
で
あ
る(43

)。
本
件
の
住
戸
所
有
者
が

ど
の
よ
う
な
事
情
か
ら
所
有
権
放
棄
を
試
み
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
一
般
に
、
住
戸
所
有
権
が
売
却
困
難
で
あ
る
場
合
や
、
住
戸
所
有
者
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共
同
関
係
が
財
政
困
難
に
陥
っ
て
負
担
分
担
義
務
か
ら
逃
れ
よ
う
と
い
う
場
合
に
所
有
権
放
棄
が
試
み
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る(44

)（
本
件

の
場
合
に
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。）。

ラ
ン
ト
裁
判
所
は
抗
告
を
し
り
ぞ
け
た
が
、
こ
れ
を
不
服
と
す
る
住
戸
所
有
者
の
再
抗
告
を
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所

は
認
容
し
た
い
考
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
他
の
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
（
バ
イ
エ
ル
ン
最
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
、
ツ
ヴ
ァ

イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
、
ツ
ェ
レ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
）
の
決
定(45

)が
障
害
に
な
る
と
考
え
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級

ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
七
年
二
月
六
日
呈
示
決
定(46

)に
よ
り
、
本
件
を
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
た(47

)。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
か
ら
本
件
の
判
断
を
委
ね
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

九
二
八
条
一
項
の
規
定
の
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
、
正
当
と
す
る(48

)。
そ
れ
に
際
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

住
戸
所
有
権
放
棄
の
可
否
を
め
ぐ
り
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
間
で
見
解
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
を
整
理
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
う(49

)（
以
下
、

引
用
部
に
お
け
る
脚
注
や
付
番
は
筆
者
に
よ
る
。）。

バ
イ
エ
ル
ン
最
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
、
ツ
ェ
レ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
住
戸

所
有
権
等
は
放
棄
で
き
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
住
戸
所
有
権
等
は
、
法
律
上
成
立
す
る
債
務
関
係
の
枠
内
で
、
住
戸
所
有
者
相

互
の
義
務
―
と
く
に
、
共
同
の
負
担
や
費
用
を
持
分
に
応
じ
て
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条
二
項
の
義
務

―
と
結
合
し
て
い
る
。
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
の
規
定
す
る
共
同
関
係
の
非
解
消
性
は
、
こ
の
法
定
の
債
務
関
係
を
一
方
的
に
終
了
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
。
a①
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
を
可
と
す
る
と
、
こ
の
非
解
消
性
原
則
は
破
ら
れ
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。
a②
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
を
可
と
す
る
と
、
住
戸
所
有
者
は
、
土
地
所
有
権
に
結
び
付
い
た
公
法
上
の
義
務
か
ら
だ
け
で
は

な
く
、
住
戸
所
有
権
と
不
可
分
に
結
び
付
い
た
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
に
対
す
る
義
務
か
ら
も
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
に
対
す
る
義
務
は
住
戸
所
有
権
と
直
接
に
結
び
付
い
て
い
て
、
住
戸
所
有
権
な
く
し
て
は
存
続
で
き
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な
い
の
で
、
こ
の
義
務
を
維
持
す
る
に
は
、
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
を
許
さ
れ
な
い
と
す
る
し
か
な
い
。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ
の
一
六
条
二
項
と
一
一
条
と
は
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
し
ば
し
ば
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
重
要
な
条
文
で
あ
る
。
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条
二
項
は
、⽛
各
住
戸
所
有
者
は
、
他
の
住
戸
所
有
者
に
対

し
て
、
共
同
財
産
の
負
担
、
な
ら
び
に
、
共
同
財
産
の
維
持
、
修
理
、
そ
の
他
の
管
理
お
よ
び
共
同
利
用
の
費
用
を
、
そ
の
持
分
（
一
項

二
文
）
に
応
じ
て
負
担
す
る
義
務
を
負
う
⽜
と
規
定
し
て
、
住
戸
所
有
者
の
負
担
分
担
義
務
を
い
う
。

ま
た
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
は
、
一
項
に
お
い
て
⽛
住
戸
所
有
者
は
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

重
大
な
理
由
に
よ
る
廃
止
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
す
る
規
約
は
、
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
、
か
つ
、
再
建
の

義
務
が
存
し
な
い
場
合
に
の
み
、
許
さ
れ
る
⽜
と
規
定
し
て
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
を
い
う(50

)。
存
続
保
障
の
趣
旨
で
あ
り(51

)、

す
な
わ
ち
、
普
通
の
持
分
共
同
関
係
が
い
つ
で
も
廃
止
請
求
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条(52

)一
項
）
の
と
異
な
り
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係

は
持
続
的
で
あ
っ
て
、
保
障
さ
れ
た
法
的
地
位
を
住
戸
所
有
者
に
認
め
、
住
戸
所
有
権
の
価
値
不
変
性
お
よ
び
取
引
適
性
を
保
障
す
る
趣

旨
で
あ
り(53

)、
と
く
に
居
住
（
部
分
所
有
権
の
場
合
は
、
職
業
の
遂
行
）
お
よ
び
所
有
権
の
領
域
で
の
基
本
権
保
護
を
目
的
と
す
る(54

)。
所
有

権
が
経
済
的
に
不
利
な
強
制
的
換
価
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
で
、
所
有
者
は
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
が
そ
の
意
思
に
反
し
て
解
消
さ
れ

て
、
住
戸
所
有
権
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
な
く
て
す
む
わ
け
で
あ
る(55

)。

こ
れ
に
対
し
て
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
可
と
す
る
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判

所
は
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
す
る(56

)。

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
住
戸
所
有
権
放
棄
を
土
地
登
記
簿
に
登
記
で
き
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
b①
Ｗ
Ｅ

Ｇ
一
一
条
が
規
定
す
る
共
同
関
係
の
非
解
消
性
は
、住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
に
効
力
を
認
め
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
。
同
条
は
、

住
戸
所
有
権
の
取
引
適
性
と
そ
の
魅
力
を
高
め
る
趣
旨
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
共
同
関
係
に
持
続
性
が
も
た
せ
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
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個
々
の
所
有
者
が
共
同
関
係
の
廃
止
を
推
し
進
め
た
り
、
住
戸
所
有
権
に
体
現
さ
れ
た
価
値
を
一
方
的
に
⽛
ぶ
ち
壊
す
⽜
こ
と
は
不

可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
住
戸
所
有
権
に
体
現
さ
れ
た
価
値
と
は
、
共
同
財
産
に
対
す
る
共
有
持
分
が
住
戸
等
に
対
し
て
の
特
別
所
有

権
と
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
Ｗ
Ｅ
Ｇ
六
条(57

)は
、
共
有
持
分
と
特
別
所
有
権
と
の
結
合
は
原
則
、
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定

す
る
こ
と
で
、
持
続
性
と
い
う
目
的
を
追
求
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
関
連
性
は
、
住
戸
所
有
権
全
体
を
、
つ
ま
り
共
有
持

分
と
特
別
所
有
権
と
を
所
有
権
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
害
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
放
棄
に
よ
っ
て
、
他
の
住
戸
所
有
権
が
そ
の
価

値
を
⽛
ぶ
ち
壊
さ
れ
⽜
る
も
の
で
も
な
い
。
住
戸
所
有
権
の
所
有
権
放
棄
は
、
共
同
関
係
の
破
壊
を
招
か
な
い(58

)。
b②
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条

二
項
も
、
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
の
有
効
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い(59

)。

な
お
、
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
る
整
理
で
は
紹
介
が
割
愛
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
二

月
六
日
呈
示
決
定
は
、
右
に
紹
介
さ
れ
た
以
外
に
も
、（
右
紹
介
部
分
の
直
前
に
お
い
て
）
以
下
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た(60

)。

バ
イ
エ
ル
ン
最
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
等
の
見
解
に
よ
る
と
、
住
戸
所
有
者
の
⽛
共
同
関
係
か
ら
の
脱
退
⽜
が
事
実
上
、
住
戸
所
有

権
の
売
却
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
に
よ
る
共
同
関
係
の
廃

止
請
求
権
を
排
除
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
学
説
で
主
張
さ
れ
る
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条(61

)、
三
一
三
条(62

)に
よ
る
共
同
関
係
の
廃
止
な
い
し

部
分
廃
止
請
求
権
は
事
例
が
限
ら
れ
て
い
て
、
住
戸
所
有
権
が
経
済
的
無
価
値
性
に
よ
り
売
却
で
き
な
い
と
い
う
事
例
は
該
当
し
な

い
の
で
。）、
処
分
可
能
性
を
そ
の
よ
う
に
制
限
し
て
し
ま
う
住
戸
所
有
権
理
解
が
b③
基
本
法
一
四
条(63

)の
所
有
権
保
障
と
相
容
れ
る
か

ど
う
か
は
、
少
な
く
と
も
疑
問
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
決
定
を
要
し
な
い
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
、
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
が
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
援
用
し
て

い
る
こ
と
を
も
紹
介
す
る(64

)。
な
に
ゆ
え
、
こ
こ
で
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
の
可
否
が
持
ち
出
さ
れ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
ド
イ
ツ
に
お

い
て
、
住
戸
所
有
権
が
、
伝
統
的
に
、
土
地
の
共
有
持
分
を
基
軸
と
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る(65

)。
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デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
い
う
。
c①
す
で
に
立
法
者
は
、
土
地
の
共
有
持
分
を
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

と
解
し
て
い
た(66

)。
c②
共
有
持
分
が
放
棄
さ
れ
て
も
、
他
の
共
有
者
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

放
棄
者
の
共
有
持
分
は
国
庫
や
第
三
者
が
先
占
で
き
、
放
棄
さ
れ
た
共
有
持
分
に
か
か
る
義
務
は
新
た
な
持
分
権
者
に
課
せ
ら
れ
る

し
、
ま
た
、
か
り
に
放
棄
さ
れ
た
持
分
を
誰
も
先
占
し
な
い
場
合
で
も
、
他
の
持
分
権
者
が
共
同
の
物
の
負
担
や
費
用
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
八
条(67

)に
よ
り
、
自
分
の
持
分
に
応
じ
て
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
c③
持
分
を
自
由
に
処
分
で
き
る

と
い
う
共
有
者
の
権
限
を
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
八
条
に
よ
る
債
務
法
上
の
権
利
義
務
に
か
ん
が
み
、
物
権
法
上
制
限
し
て
、
放
棄
と
い
う

共
有
持
分
処
分
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
、
所
有
権
が
債
務
法
上
の
義
務
か
ら
無
因
で
あ
る
こ
と
に
反
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
住

戸
所
有
権
等
の
放
棄
に
も
妥
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
間
で
見
解
が
対
立
し
て
い
る
な
か
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
結
論
と
し
て
、

個
々
の
住
戸
所
有
者
が
自
分
の
住
戸
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
少
々
長
く
な
る
が
、
以
下
に
そ
の
論
理
を
紹
介
し
よ
う
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
土
地
の
共
有
部
分
を
個
々
の
共
有
者
が
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
判
例
法
理
を
援
用
す
る
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
一
九
九
一
年
六
月
七
日
判
決(68

)に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
判
示
し
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
七
年
五
月
一
〇
日
決
定(69

)が
こ
れ

を
踏
襲
し
て
い
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
同
決
定
が
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
た
こ
と
と
し
て
、
d①
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
を
認

め
る
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
二
項
の
規
制
に
か
ん
が
み
る
と
、
す
で
に
概
念
上
、
困
難
で
あ
る
こ
と(70

)、
d②
共
有
は
、
物
権
法
上
の
関

係
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
互
的
な
権
利
義
務
を
基
礎
づ
け
る
共
有
者
共
同
関
係
に
参
加
す
る
こ
と
を
も
同
時
に
内
容
と
し
、
各
持

分
権
者
は
、
共
有
者
共
同
関
係
が
合
法
的
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
こ
の
共
有
者
共
同
関
係
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と(71

)、
共
有
持
分
の
放
棄
を
不

可
と
す
る
こ
と
は
、
d③
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
規
定
の
成
立
史
と
矛
盾
せ
ず(72

)、
d④
所
有
者
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
一
文(73

)に
よ
る
所
有
者
の
権
限
を
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不
法
に
制
限
し
て
は
い
な
い(74

)こ
と
を
紹
介
す
る(75

)。

そ
の
う
え
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
e①
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
妥
当
す
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
う(76

)。

住
戸
所
有
権
等
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
条
二
、
三
項
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
住
戸
等
に
対
す
る
特
別
所
有
権
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
属
す
る
共

同
財
産
に
対
す
る
共
有
と
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
共
同
財
産
と
は
、Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
条
五
項
に
よ
れ
ば
、
な
か
ん
ず
く
土
地
で
あ
っ
て
、

土
地
に
対
す
る
共
有
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
八
条
）
が
住
戸
所
有
権
等
の
基
礎
で
あ
り
（
こ
の
こ
と
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
三
条
一
項(77

)や
八
条
一
項(78

)

で
の
住
戸
所
有
権
等
の
成
立
に
つ
い
て
の
規
制
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。）、
共
同
の
土
地
に
対
す
る
共
有
持
分
な
く
し
て
は
、
住
戸
所

有
権
等
は
存
し
な
い
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
六
条
参
照
）。
個
々
の
共
有
者
は
、
土
地
に
対
す
る
共
有
を
放
棄
で
き
な
い
以
上
、
住
戸
所
有
権
等
も

放
棄
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、
こ
う
し
た
概
念
的
な
（
begrifflich）
考
察
方
法
を
措
い
た
と
し
て
も
、
住
戸
所
有
権
等
の
放

棄
が
可
能
と
の
結
論
に
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
の
諸
規
定
が
住
戸
所
有
者
等
の
権
利
義
務
を
規
制
し
て
、
所
有
者

は
、
所
有
権
譲
渡
に
よ
ら
ず
し
て
、
一
方
的
に
所
有
者
共
同
関
係
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
、
住
戸
所
有

権
等
の
放
棄
を
可
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る(79

)。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
を
詳
述
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
ま
ず
最
初
に
、
e②
住
戸
所
有
権
等
が
、

放
棄
に
よ
っ
て
無
主
と
な
る
か
ど
う
か
、
を
論
ず
る(80

)。

こ
れ
を
肯
定
す
る
主
張
も
散
見
さ
れ
る
が
、
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
無
主
と
い
う
概
念
を
、
動
産
や
土
地
に
対

す
る
所
有
権
の
放
棄
に
の
み
結
び
付
け
て
い
て
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
、
九
五
八
条
以
下
）、
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
権
利
は
、
放
棄
さ

れ
る
と
無
主
に
な
る
の
で
は
な
く
、
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
物
権
法
上
は
、
放
棄
に
よ
り
住
戸
所
有
権
等
が
権
利
主
体
を
失
う
と

観
念
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
観
念
す
る
こ
と
は
、
住
戸
所
有
権
等
が
―
共
有
も
そ
う
な
の
だ
が
―
物
権
法
上
の
関
係

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

一
六

(一
六
)



に
尽
き
ず
、
同
時
に
、
双
方
向
的
な
権
利
義
務
を
基
礎
づ
け
る
住
戸
所
有
者
等
の
共
同
関
係
へ
の
参
加
を
内
容
と
す
る
が
ゆ
え
に
不

可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
成
員
と
し
て
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
権
利
主
体
が
い
な
い
と
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
放
棄
さ
れ
た

と
し
た
ら
、
こ
の
地
位
は
、
む
し
ろ
、
消
滅
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
e③
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位
の
消
滅
を
認
め
て
よ
い
か
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
う(81

)。

こ
れ
を
認
め
て
は
Ｗ
Ｅ
Ｇ
の
規
制
を
潜
脱
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
構
成

員
と
し
て
の
地
位
が
消
滅
し
た
ら
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
を
招
く
こ
と
に
な
る
―
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁

判
所
は
、
こ
れ
に
反
対
の
見
解
だ
が
―
。
な
ぜ
な
ら
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
存
続
は
、
共
同
の
土
地
に
対
す
る
共
有
持
分
が
相

合
わ
さ
っ
て
一
個
の
全
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
も
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
、
住
戸
所
有
権
等
が
消
滅
し
た
ら
、
必
然
的
に
、
共
同
の

土
地
に
対
す
る
共
有
持
分
も
消
滅
し
、
こ
の
前
提
を
欠
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

e④
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
を
認
め
て
よ
い
か
と
い
う
と
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
が
明
記
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
い
う(82

)。

住
戸
所
有
者
等
は
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
は
、
―
普
通
の
共
有
者
共
同
関
係
に
お
け
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
一
項
）

と
異
な
り
―
で
き
な
い
（
重
大
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
）（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
一
、
二
文
）。
こ
の
原
則
と
異
な
る
内

容
の
規
約
が
許
さ
れ
る
の
は
、
建
物
が
完
全
に
ま
た
は
部
分
的
に
破
壊
さ
れ
、
再
建
義
務
が
存
し
な
い
場
合
だ
け
で
あ
る
（
同
項
三

文
）。
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
を
許
容
す
る
と
、
こ
う
し
た
規
制
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
。

e⑤
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
正
当
か
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ

を
是
認
す
る(83

)。

抗
告
人
は
基
本
法
一
四
条
違
反
を
い
い
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
も
こ
れ
を
考
慮
す
る
が
、
あ
た
ら
な
い
。
Ｗ
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Ｅ
Ｇ
は
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
求
め
る
権
利
や
、
こ
れ
を
規
約
に
定
め
る
権
利
（
例
外
事
例
を
除
く
。）
を
排
除
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

e⑤1
住
戸
所
有
権
等
を
設
定
な
い
し
取
得
す
る
者
は
、
こ
う
し
た
権
利
を
自
由
意
思
で
放
棄
し
て
い
る
。
所
有
者
と
し
て
の
権
限
が
制

限
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
e⑤2
住
戸
所
有
権
等
を
売
却
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
し
か
に
購
入
希
望
者
が
い
な
く
て
売
却

不
能
と
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
純
粋
に
経
済
問
題
で
あ
っ
て
、
所
有
者
が
甘
受
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

e⑤3
放
棄
し
た
い
所
有
者
が
未
来
永
劫
、
所
有
者
共
同
関
係
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
を
求
め
る

権
利
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
所
有
者
共
同
関
係
の
解
消
が
不
可
能
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
所
有
者
共
同
関
係
は
、
e⑤31
Ｗ
Ｅ
Ｇ
四

条
に
よ
る
特
別
所
有
権
の
廃
止(84

)を
通
じ
て
、
e⑤32
す
べ
て
の
住
戸
所
有
者
に
よ
る
廃
止
の
約
定
を
通
じ
て
、
ま
た
、
e⑤33
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条

一
項
三
文
に
よ
る
一
方
的
な
廃
止
請
求
を
通
じ
て
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
e⑤34
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所

が
強
調
す
る
、
住
戸
所
有
権
等
に
経
済
的
価
値
が
な
い
ゴ
ミ
不
動
産
（
Schrottim
m
obilie）
の
事
例
で
は
、
建
物
が
一
定
程
度
以
上

に
経
済
的
価
値
を
失
っ
て
い
る
と
き
は
、
建
物
再
建
へ
の
共
働
を
他
の
所
有
者
に
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
二
条

二
項(85

)の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
に
か
ん
が
み
、
信
義
誠
実
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
）
に
よ
り
、
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
を
他
の
所
有
者

に
対
し
求
め
る
権
利
が
考
慮
の
対
象
に
な
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
例
で
は
、
e⑤4
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
と
と
も
に
、
土
地
に
対
す
る
持
分
共
同
関
係
が
成
立
し
、
各
共

有
者
は
そ
の
廃
止
を
い
つ
で
も
要
求
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
一
項
）。
か
く
し
て
、
住
戸
所
有
者
が
所
有
権
放
棄
を
通
じ
て
一
方

的
に
、
所
有
者
共
同
関
係
を
廃
止
で
き
る
と
い
う
手
段
を
、
法
律
規
制
に
反
し
て
認
め
る
必
要
性
は
な
い
。

こ
こ
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
e⑤3
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
を
解
消
す
る
方
法
と
し
て
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ

の
う
ち
、
e⑤33
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
よ
る
一
方
的
な
廃
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
少
々
説
明
を
要
し
よ
う(86

)。
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
に
よ

り
、
住
戸
所
有
者
は
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
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再
建
の
義
務
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
規
約
に
こ
れ
と
異
な
る
内
容
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。

Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
二
条
四
項
が
⽛
建
物
が
そ
の
価
額
の
二
分
の
一
を
超
え
て
滅
失
し
、
か
つ
、
損
害
が
保
険
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
填
補
さ

れ
な
い
場
合
は
、
再
建
を
二
一
条
三
項
に
よ
り
決
議
し
、
ま
た
は
、
二
一
条
四
項
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
⽜
と
規
定
す
る(87

)の

で
、
建
物
が
こ
の
よ
う
に
大
規
模
に
滅
失
し
保
険
そ
の
他
に
よ
る
損
害
填
補
も
な
い
場
合
は
、
住
戸
所
有
者
は
、
建
物
の
再
建
を
、
多
数

決
や
、
他
の
住
戸
所
有
者
か
ら
の
請
求
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
再
建
の
膨
大
な
コ
ス
ト
か
ら
住
戸
所
有
者
を
保
護
す
る
趣

旨
で
あ
る(88

)。
そ
う
し
た
場
合
に
、
そ
れ
で
も
建
物
を
再
建
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
住
戸
所
有
者
全
員
の
合
意
が
必
要
と
な
る
。
Ｗ

Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
は
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
か
ら
そ
の
廃
止
請
求
を
認
め
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
例
外
的
に
、
右

の
よ
う
に
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
再
建
義
務
が
な
い
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
規
約
に
そ
の
旨
の
定
め
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
住

戸
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
請
求
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
再
建
義
務
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
が
自
動
的
に
消
滅
す
る
の
で

は
な
く
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
よ
る
廃
止
請
求
を
待
つ
こ
と
に
な
る(89

)。
実
際
に
廃
止
請
求
権
が
行
使
さ
れ
る(90

)と
、
住
戸
所
有
者
共

同
関
係
は
、
普
通
の
持
分
共
同
関
係
と
な
り
、
分
割
請
求
が
可
能
と
な
る(91

)。

ま
た
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
は
強
行
規
定
な
の
で
、
規
約
に
お
け
る
廃
止
請
求
権
の
定
め
は
、
建
物
の
滅
失
お
よ
び
再
建
義
務
の

不
存
在
を
要
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
規
約
が
、
な
に
を
も
っ
て
滅
失
と
す
る
か
を
定
め
た
り
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
二
条
四
項
に
よ
る
再

建
義
務
の
基
準
を
上
下
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
と
解
さ
れ
て
い
る(92

)。

さ
ら
に
、
規
約
に
共
同
関
係
の
廃
止
請
求
に
つ
い
て
定
め
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
の
文
言
上
は
、
廃
止
請
求

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
共
同
関
係
を
解
消
す
る
こ
と
が
秩
序
適
合
的
な
管
理
に
当
た
る
場
合
（
建
物
が
滅
失
し
再
建
義
務
も
な
い
と

き
は
通
常
、
そ
う
で
あ
ろ
う
。）
は
、
存
続
は
無
意
味
な
の
で
、
多
数
決
に
よ
り
廃
止
を
決
議
し
た
り
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
一
条
三
項
）、
各
住
戸
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所
有
者
が
廃
止
を
請
求
す
る
（
同
条
四
項
）
こ
と
を
可
能
と
す
る
立
場
が
主
張
さ
れ
て
い
る(93

)。

か
く
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
）
の
見
地
か
ら
住
戸
所
有
権
等
の
放

棄
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
さ
ら
に
、
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
、
e⑥
住
戸
所
有
者
の
負
担
分
担
義
務
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ

一
六
条
二
項
）
の
見
地
か
ら
も
、
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
の
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
を
い
う(94

)。

個
々
の
所
有
者
に
よ
る
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
を
許
容
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条
二
項
が
、
各
住
戸
所
有
者
等
の

土
地
共
有
持
分
に
応
じ
て
の
負
担
義
務
を
定
め
て
い
る
こ
と
も
妨
げ
と
な
る
。
住
戸
所
有
権
等
が
放
棄
で
き
る
と
す
る
と
、
同
項
の

規
制
は
潜
脱
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
所
有
者
が
放
棄
に
よ
り
所
有
者
共
同
関
係
か
ら
脱
退
す
る
と
、
残
さ
れ
た
共
有
者
は
、
共
同
の
土

地
に
対
す
る
共
有
持
分
は
増
え
な
い
（
添
加
（
A
nw
achsung(95

)）
は
し
な
い
の
で
。）
の
に
、
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
負
担
や
費
用

の
割
合
が
、
放
棄
者
の
共
有
持
分
の
分
だ
け
必
然
的
に
増
す
こ
と
に
な
る
―
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
こ
の

こ
と
を
誤
認
し
て
い
る
―
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
違
反
の
超
過
負
担
は
、
正
当
化
さ
れ
な
い
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
以
上
の
よ
う
に
論
じ
て
、
住
戸
所
有
者
が
そ
の
住
戸
所
有
権
等
を
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
す
る
の

で
あ
る
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
最
後
に
、
e⑦
(個
々
の
住
戸
所
有
者
で
は
な
く
て
）
住
戸
所
有
者
全
員
が
一
緒
に
な
っ
て
所
有
権
放
棄
す
る
こ
と

に
つ
い
て
付
言
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
う(96

)。

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
所
有
者
が
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
は
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
全
体
が
、

同
時
に
放
棄
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
法
的
状
況
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
一
項
に
よ
る
単
独
所
有
権
の
放
棄
の
場
合
と
同
じ
な
の
で
あ

る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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以
上
に
み
て
き
た
連
邦
通
常
裁
判
所
の
論
理
を
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
そ
れ
と
対
比
し
つ
つ
、
こ
こ
で
大
ざ
っ

ぱ
な
が
ら
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
は
、
⟹
土
地
の
共
有
持
分
を
放
棄
す
る
こ
と
の
可
否
で
あ
る
。
土
地
を
（
そ
の
共
有
持
分
に
つ
い
て
で
は
な
く
）
ま
る
ま
る
所
有

権
放
棄
す
る
こ
と
（
単
独
所
有
権
の
放
棄
）
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
一
項
の
明
記
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
共

有
持
分
の
放
棄
に
も
及
ぼ
す
べ
き
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
に
解
す
る
と
き
は
、
住
戸
所
有
権
を
土
地
の
共
有
持
分
を
基
軸
と

す
る
も
の
と
理
解
す
る
以
上
は
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
方
向
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
連
邦
通
常
裁
判

所
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
共
有
持
分
の
放
棄
を
許
さ
れ
る
も
の
と
解
し
、
そ

の
延
長
線
上
に
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
も
許
容
す
る(97

)。

ま
た
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
は
、
⟹
（
⟹
土
地
共
有
持
分
の
放
棄
の
可
否
の
判
断
に
導
か
れ
て
で
は
な
く
て
）
住
戸
所
有
権
に

つ
い
て
の
固
有
の
判
断
と
し
て
も
、
論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
⒜
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
）
と
の
関
連
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
す
な
わ
ち
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
る

と
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
一
方
的
な
廃
止
を
許
容
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
が
、
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
く
る
。
連
邦

通
常
裁
判
所
は
、
一
方
的
な
廃
止
を
招
く
と
み
る
の
に
対
し
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
そ
う
は
み
な
い
わ
け
で
あ
る
。

併
せ
て
、
⒝
住
戸
所
有
者
の
負
担
分
担
義
務
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条
二
項
）
と
の
関
連
も
、
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

住
戸
所
有
権
の
放
棄
に
よ
り
こ
の
義
務
が
潜
脱
さ
れ
、残
さ
れ
た
他
の
住
戸
所
有
者
の
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
と
み
る
の
に
対
し
、デ
ュ
ッ

セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
そ
う
は
み
な
い
よ
う
で
あ
る(98

)。
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⑵

学
説
に
よ
る
評
価

連
邦
通
常
裁
判
所
の
こ
う
し
た
立
場
は
、
学
説
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
。
⟹
土
地
共
有
持
分
は
放
棄
で
き
な
い
の

で
、
住
戸
所
有
権
も
放
棄
で
き
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
概
念
的
（
begrifflich）
と
、（
住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
な
い
）
連
邦
通
常
裁

判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
自
身
、
評
す
る(99

)と
こ
ろ
な
の
で
、
⟹
住
戸
所
有
権
（
に
つ
い
て
の
固
有
の
判
断
と
し
て
）
の
放
棄
の

可
否
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に
、
以
下
、
み
て
い
こ
う
。

学
説
に
お
け
る
現
時
の
通
説
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
立
場
を
支
持
す
る
。
そ
の
論
旨
の
多
く
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
い
う
と
こ
ろ

と
重
な
る(100

)が
、
そ
う
し
た
な
か
、
オ
リ
ヴ
ァ
・
エ
ル
ツ
ァ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
に
対

す
る
評
釈
の
な
か
で
、
同
決
定
の
理
由
づ
け
は
必
ず
し
も
み
な
を
魅
了
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
と
し
つ
つ
も
、
f①
も
し
放
棄
が

可
能
と
さ
れ
た
ら
パ
ン
ド
ラ
の
箱
が
開
か
れ
て
、
土
地
登
記
官
へ
の
殺
到
を
招
き
、
ド
イ
ツ
物
権
法
に
お
け
る
騒
動
と
な
る
で
あ
ろ
う
、

い
く
つ
か
の
都
市
は
荒
廃
状
態
と
な
り
、
住
戸
所
有
権
は
根
底
か
ら
震
撼
さ
せ
ら
れ
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
同
決
定
の

結
論
の
妥
当
性
を
い
う(101

)。
ま
た
、
カ
ァ
ス
テ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
五
月
一
〇
日
決
定

お
よ
び
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
に
対
す
る
評
釈
の
な
か
で
、
両
決
定
は
、
多
く
の
⽛
ゴ
ミ
不
動
産
⽜（
旧
東
ド
イ
ツ
の
州
に
多
い
。）

に
関
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
よ
る
所
有
権
放
棄
を
通
じ
て
は
ケ
リ
を
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
意
味
で
、
実
務
上
、
重

要
な
意
義
を
有
す
る
と
指
摘
す
る(102

)。

住
戸
所
有
権
の
放
棄
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
判
例
・
通
説
に
対
し
て
、
し
か
し
、
異
を
唱
え
る
学
説
も
、
一
部
に
み
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
エ
カ
ァ
ト
・
ピ
ッ
ク
は
、
二
〇
〇
三
年
に
、
ベ
ァ
マ
ン
の
Ｗ
Ｅ
Ｇ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
旧
版
）
に
お
け
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ
三
条
に
対
す
る

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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注
釈
の
な
か
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
よ
り
住
戸
所
有
権
等
を
放
棄
す
る
こ
と
を
許
容
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
g①
住
戸
所
有
権
は
真
正

な
所
有
権
で
あ
る
こ
と
、
g②
土
地
等
に
対
す
る
共
有
持
分
は
特
別
所
有
権
と
分
離
で
き
ず
（
特
別
所
有
権
だ
け
、
共
有
持
分
だ
け
の
放
棄

は
で
き
な
い
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
六
条
）、
全
体
と
し
て
の
住
戸
所
有
権
等
は
独
立
の
土
地
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
、
共
有
持
分
の
放
棄
を
否

定
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
を
類
推
的
に
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
g③
住
戸
所
有
権
の
剥
奪
と
い
う
逆
の
事
例
に
も
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
共
同
関
係
か
ら
の
解
放
は
可
能
な
の
で
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
は
、
放
棄
を
認
め
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
こ
と
、
g④
他
の

住
戸
所
有
者
の
不
利
益
が
考
え
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
劣
後
す
る
こ
と
を
い
う(103

)。
も
っ
と
も
、
ピ
ッ
ク
に
よ
る
こ
の
記
述
は
、
連
邦
通

常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
が
あ
ら
わ
れ
る
前
の
も
の
で
、
ま
た
、
そ
の
後
の
改
版
で
執
筆
担
当
者
が
交
替
し
た
こ
と
に
と

も
な
い
、
こ
の
記
述
は
消
え
て
い
る
（
ベ
ァ
マ
ン
の
Ｗ
Ｅ
Ｇ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
現
時
の
立
場
は
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
な
い(104

)。）。

そ
れ
で
も
、
ピ
ッ
ク
は
な
お
、
二
〇
一
〇
年
に
、
ベ
ァ
マ
ン
・
ピ
ッ
ク
の
Ｗ
Ｅ
Ｇ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
小
型
、
黄
色
）
に
お
け
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ

一
条
お
よ
び
三
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
土
地
に
対
す
る
単
な
る
共
有
持
分
の
場
合
と
異
な
り
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
は
―
通
説

は
反
対
だ
が
―
許
さ
れ
る
、
g⑤
完
全
所
有
権
な
の
に
放
棄
を
認
め
な
い
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
反
す
る
、
と
す
る(105

)。

ま
た
、
ラ
イ
ナ
ァ
・
カ
ン
ツ
ラ
イ
タ
ァ(106

)は
、
一
九
八
一
年
に
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
初
版
）
に
お
け
る
Ｂ
Ｇ

Ｂ
九
二
八
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
住
戸
所
有
権
等
の
放
棄
は
可
能
と
し(107

)、
二
〇
一
七
年
の
第
七
版
で
も
な
お
そ
の
見
解
を
堅
持
し

て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
g⑥
他
の
所
有
者
は
、
共
同
関
係
の
費
用
を
自
分
た
ち
だ
け
で
負
担
す
る
か
、
ラ
ン
ト
と
交
渉
し
て
先
占
権
を
放

棄
し
て
も
ら
い
新
た
な
使
用
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
（
最
悪
、
同
じ
よ
う
に
自
分
た
ち
も
所
有
権
放
棄
を
決
断
す
る
）
か
の
選
択
が
で
き

る
の
で
、
他
の
所
有
者
の
利
益
よ
り
も
、
放
棄
し
た
い
と
考
え
る
所
有
者
の
利
益
の
方
が
優
先
す
る
と
す
る(108

)。

さ
ら
に
、
ヤ
ン
・
ロ
ー
ト
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、⽛
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
よ
る
共
有
持
分
お
よ
び
住
戸
所
有
権
の
放
棄
⽜
と
題
す
る
論
説

を
著
し(109

)、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
ロ
ー
ト
が
い
う
の
は
、
g⑦
土
地
の
共
有
持
分
で
あ
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れ
ば
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
一
項
）、
し
た
が
っ
て
、
放
棄
で
き
ず
と
も
、
共
同
関
係
に
拘
束

さ
れ
続
け
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
住
戸
所
有
権
で
は
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条

一
項
）
た
め
、
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
意
思
に
反
し
て
共
同
関
係
に
拘
束
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
り
、
基
本
法
一
四
条
一
項
に
反
す

る(110
)（

憲
法
上
、
所
有
権
は
私
的
に
有
用
（
privatnützig）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
所
有
者
は
、
私
的
に
有
用
で
は
な
く
な
っ
た
法
的
地
位

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(111

)。）
こ
と
、
g⑧
放
棄
を
認
め
て
も
、
他
の
住
戸
所
有
者
は
、
不
当
に
不
利

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
（
放
棄
さ
れ
て
も
、
共
同
財
産
に
か
か
る
費
用
や
負
担
に
つ
い
て
の
持
分
が
よ
り
大
き
く
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
国
庫
が
先
占
権
を
行
使
す
れ
ば
、
費
用
の
支
払
い
に
つ
い
て
資
力
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
を
得
る
こ
と
に
な
る
し
、
国
庫
が
先
占
権
を
放

棄
す
れ
ば
自
分
が
先
占
で
き
る
な
ど(112

)。）、
g⑨
と
り
わ
け
住
戸
所
有
者
が
破
産
し
た
場
合
に
、
住
戸
所
有
権
が
売
却
も
賃
貸
も
か
な
わ
な
い

ゴ
ミ
不
動
産
で
あ
る
と
き
は
、
管
財
人
は
財
団
放
棄
し
て
住
戸
所
有
権
が
破
産
者
の
も
と
に
復
帰
し
て
く
る
が
、
そ
の
場
合
、
破
産
者
は
、

住
戸
所
有
権
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
負
担
か
ら
逃
れ
る
術
が
な
く
な
る
こ
と
（
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
は
、
負
担
に
耐
え
ら
れ
な

い
こ
と
が
明
ら
か
な
住
戸
所
有
者
を
、
所
有
者
と
い
う
形
式
的
な
法
的
地
位
に
留
め
置
く
こ
と
に
つ
い
て
、
な
ん
の
利
益
が
あ
る
と
い
う

の
か
。）(113

)で
あ
る
。

反
対
説
の
こ
う
し
た
主
張
に
対
し
、
通
説
側
の
論
者
は
、
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
反
対
説
に
よ
る
g⑦
土
地
の
共
有
持

分
に
お
け
る
と
異
な
り
、
住
戸
所
有
権
で
は
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
指
摘
に
つ
い
て
、
ロ
タ
ァ
・
ブ
リ
ー

ゼ
マ
イ
ス
タ
ァ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
⽛
住
戸
所
有
権
の
放
棄
⽜
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
た
し
か
に
、
住
戸
所
有
権
の
場
合
は
、
共
同

関
係
の
解
消
可
能
性
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
）
を
い
う
こ
と
で
放
棄
を
不
可
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い(114

)が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
住
戸
所
有

権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
、
h①
な
ぜ
な
ら
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
解
消
を
認
め
な
い
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
は
、
土
地
の
共
有
持
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分
に
お
け
る
以
上
に
、住
戸
所
有
者
を
共
同
関
係
に
拘
束
す
る
趣
旨
で
あ
り
、そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、住
戸
所
有
者
は
放
棄
に
よ
っ

て
責
任
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る(115

)。
h②
基
本
法
一
四
条
の
所
有
権
保
障
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
、
ブ
リ
ー
ゼ
マ
イ
ス
タ
ァ
は
、
所
有
権
は
義
務
を
と
も
な
い
（
同
条
二
項
一
文
）、
そ
の
意
味
で
の
義
務
が
、
共
有
者
間
の
法
定
債
務

関
係
（
こ
れ
は
、
所
有
権
放
棄
に
よ
り
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と
を
禁
じ
得
る
。）
か
ら
生
じ
得
る
、
と
す
る(116

)。

ま
た
、
反
対
説
の
g⑧
放
棄
を
認
め
て
も
、
他
の
住
戸
所
有
者
に
不
利
益
に
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
ヨ
ハ
ン
・
デ
ム
ハ
ル

タ
ァ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
に
対
す
る
評
釈
の
な
か
で
、
反
対
説
は
、
放
棄
さ
れ
た
あ

と
も
、
他
の
住
戸
所
有
者
は
、
自
分
の
持
分
に
応
じ
た
分
だ
け
共
同
関
係
の
費
用
を
負
担
す
れ
ば
よ
い
と
反
対
説
は
い
う
が
、
h③
実
際
に
、

た
と
え
ば
維
持
の
た
め
の
措
置
が
観
念
上
の
持
分
の
割
合
だ
け
で
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
結
局
、
他
の
住
戸
所
有
者
は
、
放
棄
者
の
持

分
の
分
も
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
、
反
対
説
は
国
庫
が
先
占
し
て
く
る
可
能
性
を
も
い
う
が
、
h④
放
棄
さ
れ
て
く

る
と
い
う
こ
と
は
費
用
負
担
が
重
い
と
か
経
済
的
に
価
値
が
な
い
と
い
っ
た
事
情
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
す
る
と
、
国
庫
が
（
国
庫
が
先

占
権
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
他
の
先
占
権
者
が
）
先
占
し
て
く
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
い
う(117

)。
ブ
リ
ー
ゼ
マ
イ
ス
タ
ァ
も
、
こ

れ
ら
の
こ
と
を
述
べ
る(118

)と
と
も
に
、
h⑤
か
り
に
国
庫
（
ま
た
は
第
三
者
）
が
先
占
し
た
と
し
て
も
、
他
の
共
有
者
は
、
事
実
上
負
担
し
た

維
持
費
用
を
法
的
に
求
償
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
h⑥
国
庫
が
先
占
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
、
当
初
、
所
有
権
放
棄
し
た
者
が
、

他
の
者
に
よ
る
再
生
の
の
ち
、
先
占
し
よ
う
と
し
て
く
る
こ
と
も
考
え
得
る
と
懸
念
す
る(119

)。
ブ
リ
ー
ゼ
マ
イ
ス
タ
ァ
は
さ
ら
に
、
h⑦
売
却

が
事
実
上
か
な
わ
な
い
ゴ
ミ
不
動
産
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
大
体
の
場
合
、
一
つ
の
建
物
の
な
か
の
す
べ
て
の
住
戸
に
妥
当
し
、
そ

う
し
た
な
か
で
、
住
戸
所
有
者
の
所
有
権
放
棄
を
可
と
す
る
と
、
他
の
住
戸
所
有
者
に
と
り
、
著
し
い
過
剰
負
担
と
な
る
の
で
あ
っ
て
（
住

戸
所
有
権
を
取
得
し
よ
う
と
い
う
者
も
現
れ
な
い
だ
ろ
う
。）、
債
務
法
上
の
要
素
を
物
権
法
上
の
要
素
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
、
問
題
状

況
の
許
さ
れ
な
い
単
純
化
で
あ
る
、
と
反
対
説
を
批
判
す
る(120

)。
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⑶

住
戸
所
有
者
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
地
位
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か

住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
な
い
判
例
・
通
説
の
立
場
の
も
と
で
、
そ
れ
で
は
、
住
戸
所
有
者
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
住
戸
所
有
者

と
し
て
の
地
位
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
い
わ
れ
る
よ
う
に
e⑤2
売
却
が
可
能
で
あ
れ
ば
、そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、

ど
ん
な
に
値
を
下
げ
て
も
買
い
取
っ
て
く
れ
る
人
が
現
れ
な
い
よ
う
な
（
タ
ダ
に
し
て
も
、
貰
い
受
け
て
く
れ
る
人
が
現
れ
な
い
よ
う
な
）

ゴ
ミ
不
動
産
の
場
合
、
住
戸
所
有
者
は
、
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
自
身
、
e⑤3
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
を
解
消
す
る
い
く
つ
か
の
手
段
を
い
っ
て
い
た
。

そ
の
う
ち
、
e⑤34
信
義
誠
実
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
）
に
よ
り
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
し
得
る
余
地
が
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
こ
と
を
め
ぐ
っ

て
は
、
学
説
に
一
定
の
議
論
が
あ
る
。

オ
リ
ヴ
ァ
・
エ
ル
ツ
ァ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
に
対
す
る
評
釈
の
な
か
で
、
今
後
、

ど
う
い
う
事
例
で
そ
う
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
、
こ
の
こ
と
は
な
お
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
私
見
に
よ
れ
ば
、

共
同
関
係
へ
の
残
留
を
住
戸
所
有
者
に
期
待
で
き
な
い
場
合(121

)で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
エ
ル
ツ
ァ
は
、
住
戸
所
有
者
が
自
分
の
特
別
所

有
権
を
利
用
す
る
意
思
を
も
は
や
有
せ
ず
、
ま
た
は
、
経
済
的
な
苦
境
か
ら
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
例
が
こ
れ
に
該
当
す

る
か
は
判
断
を
留
保
す
る
と
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
、
極
端
な
例
外
事
例
を
除
い
て
、
廃
止
請
求
権
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
う
し
た
住
戸

所
有
者
に
は
、
売
却
と
い
う
方
法
が
指
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る(122

)。

連
邦
通
常
裁
判
所
が
e⑤34
信
義
誠
実
に
よ
り
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
し
得
る
余
地
を
認
め
、
エ
ル
ツ
ァ
が
こ
れ
を
基
本
的
に
は
支
持
し

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
ユ
ァ
ン
・
ハ
イ
ネ
マ
ン
に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
ハ
イ
ネ
マ
ン
は
、
二
〇
〇
八
年
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇

〇
七
年
五
月
一
〇
日
決
定
お
よ
び
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
に
対
す
る
評
釈
の
な
か
で
、
両
決
定
は
、
不
経
済
な
共
有
者
共
同
関
係

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
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な
い
し
住
戸
所
有
者
共
同
関
係（
い
わ
ゆ
る
ゴ
ミ
不
動
産
）か
ら
ひ
そ
か
に
抜
け
出
る
こ
と
を
、そ
れ
ぞ
れ
に
説
得
的
な
理
由
づ
け
を
も
っ

て
拒
ん
だ
と
し
て
、
両
決
定
を
支
持
し
つ
つ
も
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
傍
論
で
、
廃
止
請
求
権
の
存
在
お
よ
び
そ
の
要
件
に
つ
い
て
新

た
な
議
論
を
あ
お
り
立
て
、
議
論
を
残
念
な
が
ら
誤
っ
た
方
向
に
導
い
た
と
す
る(123

)。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
ネ
マ
ン
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項

が
、
住
戸
所
有
者
は
共
有
関
係
の
廃
止
を
、
重
大
な
理
由
に
よ
っ
て
で
さ
え
請
求
で
き
な
い
と
明
確
に
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
所
有
者

共
同
関
係
の
存
続
の
期
待
不
可
能
性
な
い
し
不
衡
平
性
を
理
由
と
す
る
廃
止
請
求
権
と
い
う
構
成
は
、
結
局
、
重
大
な
理
由
に
よ
る
廃
止

請
求
権
を
認
め
る
結
果
と
な
る
の
で
、
法
律
違
反
の
許
さ
れ
な
い
法
展
開
と
し
て
拒
絶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
廃
止
請
求
権
は
、
建
物
が

滅
失
し
、
規
約
に
廃
止
請
求
権
の
定
め
が
あ
っ
た
場
合
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
、
二
二
条
四
項
）
に
限
ら
れ
る
、
と
す
る
。
ハ
イ
ネ

マ
ン
は
、
個
々
の
住
戸
所
有
者
に
対
し
共
同
関
係
へ
の
残
留
を
期
待
で
き
な
い
場
合
は
、（
共
同
関
係
の
解
消
で
は
な
く
て
）
住
戸
の
引
受

け
を
求
め
る
請
求
権
が
存
す
る
、
と
い
う
か
ぎ
り
で
、
エ
ル
ツ
ァ
に
は
賛
成
で
き
る
と
も
い
う
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
ま
っ
た
く
例
外

的
に
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
住
戸
所
有
権
が
経
済
的
に
無
価
値
で
あ
る
と
か
事
実
上
売
却
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
で
は
十
分
で
な
い
、
と

す
る(124

)。
信
義
誠
実
に
依
拠
し
て
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
Ｊ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
二
〇

一
一
年
に
⽛
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
解
消
お
よ
び
建
物
の
取
壊
し
⽜
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
疑
問
を
呈
し
、
信
義
誠
実
に
よ
る
、
ま

た
は
、
行
為
基
礎
の
脱
落
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
三
条
）
に
よ
る
解
消
請
求
権
は
原
則
的
に
あ
り
得
る
が
、
重
大
な
理
由
に
よ
る
解
消
さ
え
も
認

め
な
い
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
二
文
の
評
価
に
か
ん
が
み
る
と
き
、
謙
抑
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る(125

)。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

再
建
義
務
が
な
く
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
い
う
規
約
を
欠
く
と
き
に
、
共
同
関
係
廃
止
の
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
土
地

が
永
久
に
不
稼
働
の
ま
ま
と
な
る
、
と
い
わ
れ
る
が
、
た
し
か
に
、
一
人
の
住
戸
所
有
者
の
反
対
で
、
土
地
が
ず
っ
と
活
用
さ
れ
な
い
と

い
う
の
は
受
け
入
れ
難
い
に
し
て
も
、
各
住
戸
所
有
者
に
対
し
て
は
、
ま
ず
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
い
う
規
約
の
締
結
を
求
め
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る
請
求
権
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る(126

)。
そ
の
う
え
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
⑴
古
い
建
物
を
建
て
替
え
る
（
ま
た
は
根
本
的
に
改

築
す
る
）
こ
と
で
利
用
可
能
性
が
大
き
く
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
場
合
は
、
信
義
誠
実
、
ま
た
は
、
行
為
基
礎
の
脱
落
に
よ
る
廃
止
請
求
権

を
考
え
得
る
（
利
益
を
生
ま
な
い
建
物
が
空
室
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
、
滅
失
し
た
建
物
の
不
使
用
と
同
じ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
よ
り
大
き

な
費
用
が
発
生
す
る
。）
に
し
て
も
、
や
は
り
、
反
対
す
る
住
戸
所
有
者
の
存
続
利
益
に
か
ん
が
み
る
と
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
解
消

を
強
い
る
こ
と
に
は
謙
抑
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
極
端
な
例
外
事
例
に
限
ら
れ
る
（
そ
れ
は
、
居
住
空
間
と
し

て
利
用
さ
れ
る
場
合
よ
り
む
し
ろ
、
営
業
利
用
建
物
の
場
合
で
あ
る
。）
と
す
る
。
ま
た
、
⑵
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
が
経
済
的
に
苦
境
に

あ
る
場
合
、
そ
の
こ
と
か
ら
原
則
的
に
解
消
請
求
権
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
ミ
不
動
産
の
場
合
は
、
解

消
請
求
権
が
考
慮
さ
れ
得
る
（
こ
れ
に
よ
り
、
土
地
売
却
の
可
能
性
が
開
け
て
き
て
、
も
う
け
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
更
な
る
負
担

は
回
避
で
き
る
。）と
す
る(127

)。
総
括
し
て
、シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、信
義
誠
実
や
行
為
基
礎
の
脱
落
に
よ
る
解
消
請
求
権
は
あ
り
得
る
と
し
て
も
、

そ
の
行
使
は
し
ば
し
ば
大
き
な
訴
訟
リ
ス
ク
を
と
も
な
い
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
い
う
規
約
を
あ
と
か
ら
締
結
す
る
こ
と
も
容
易

で
な
く(128

)、
住
戸
所
有
者
全
員
の
合
意
が
な
い
か
ぎ
り
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
を
廃
止
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
、
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
は
、
住
戸
所
有
権
を
真
正
の
所
有
権
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
に
資
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
建
物
が
著
し
く
時
代
遅
れ
と
な
る
危
険
を

と
も
な
っ
て
い
る
と
す
る(129

)。

Ｗ
Ｅ
Ｇ
は
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
を
基
本
と
し
つ
つ
も
（
一
一
条
一
項
一
、
二
文
）、
例
外
的
に
個
々
の
住
戸
所
有
者
が
共

同
関
係
の
廃
止
を
請
求
で
き
る
余
地
を
一
定
要
件
の
も
と
に
認
め
て
い
る
（
同
項
三
文
）。
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日

決
定
は
、
こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
e⑤34
信
義
誠
実
に
よ
り
廃
止
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
余
地
を
い
っ
た
が
、

右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
学
説
で
は
、
ゴ
ミ
不
動
産
の
事
例
で
こ
れ
が
認
め
ら
れ
得
る
か
に
つ
き
一
定
の
議
論
が
あ
り
、
各
説
と
も
そ
の

マ
ン
シ
ョ
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は
所
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権
放
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で
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可
能
性
を
否
定
は
し
な
い
も
の
の
、
限
定
的
で
あ
っ
た(130

)。
実
際
の
事
例
で
、
信
義
誠
実
か
ら
廃
止
請
求
権
が
承
認
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
難

し
そ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
か
ら
脱
退
す
る
な
い
し
は
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
、
ゴ
ミ
不
動
産
の
増
加
を
予

想
し
て
、
よ
り
包
括
的
に
論
じ
る
の
が
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ブ
ー
ル
で
あ
る
。
ブ
ー
ル
は
、
二
〇
一
三
年
に
、⽛
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
清
算
⽜

と
題
す
る
論
説
を
著
し(131

)、
そ
の
な
か
で
、
i①
e⑤2
売
却
は
、
ゴ
ミ
不
動
産
で
は
買
い
手
が
い
な
く
て
不
可
能
で
あ
る
し
、
i②
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八

条
に
よ
る
所
有
権
放
棄
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
認
め
な
い
し
、
i③
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
は
、
共
同
関
係
の
解
消
請
求
を
、
重
大
な
理
由
が
あ

る
と
き
で
も
認
め
な
い
し
、
i④
e⑤31
Ｗ
Ｅ
Ｇ
四
条
に
よ
り
特
別
所
有
権
を
す
べ
て
の
住
戸
所
有
者
の
合
意
に
よ
り
廃
止
す
る
こ
と
も
、
一
人

で
も
反
対
す
れ
ば
挫
折
す
る
し
、
i⑤
e⑤33
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
よ
る
廃
止
請
求
も
、
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
、
再
建
義

務
が
存
し
な
い
と
き
に
限
ら
れ
る
、
と
整
理
す
る(132

)。
そ
の
う
え
で
、
ブ
ー
ル
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
が
制
定
さ
れ
た
一
九
五
一
年
当
時
、
戦
争
に
よ

る
建
物
の
滅
失
が
な
お
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
規
定
は
置
か
れ
た
も
の
の
、
戦
争
や
災
害
に
よ
ら
ず
に
建
物
が
経
済
的
に
完

全
に
滅
失
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
得
る
と
は
想
定
さ
れ
ず
、
規
制
に
穴
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
穴
を
埋
め
る
に
は
、
i⑥
と
り

わ
け
、
建
物
の
再
建
義
務
を
ど
の
よ
う
に
形
作
る
か
、
が
重
要
で
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
二
条
四
項
に
お
い
て
、
再
建
の
義
務
付
け
に
か
か
わ
る
建

物
滅
失
の
程
度
を
変
ず
る
こ
と
で
、
共
同
関
係
解
消
の
た
め
の
要
件
を
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し(133

)、
滅
失
は
、
物
理
的
滅
失
だ
け
で

な
く
、
再
建
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
場
合
を
も
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る(134

)。
そ
し
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
い
う
規
約

と
し
て
、
た
と
え
ば
、⽛
以
上
の
規
定
に
よ
り
再
建
義
務
が
存
し
な
い
場
合
は
、
各
住
戸
所
有
者
は
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
⽜
と
の
一
文
を
設
け
る
こ
と
で
、
e⑤34
信
義
誠
実
へ
の
依
拠
を
し
な
い
で
済
む
と
す
る(135

)。

ブ
ー
ル
の
立
論
は
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
現
状
の
も
と
で
、
⑴
規
約
に
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
請
求
を
可
能
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と
す
る
規
定
を
置
き
、
⑵
た
だ
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
規
定
は
原
則
的
に
無
効
で
、
例
外
的
に
、
建
物
の
全
部
な
い

し
一
部
の
滅
失
が
あ
っ
て
、
再
建
義
務
が
存
し
な
い
（
再
建
を
多
数
決
で
決
議
し
た
り
、
個
々
の
住
戸
所
有
者
が
管
理
と
し
て
再
建
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
場
合
に
し
か
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
な
か
で
、
⑶
建
物
の
滅
失
に
、
経
済
事
情
に
よ
る
価
値
喪

失
を
も
含
ま
し
め
る
こ
と
で
、
再
建
義
務
の
不
存
在
を
導
き
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
の
直
接
適
用
に
よ
る
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の

廃
止
請
求
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
が
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
の

外
で
、
信
義
誠
実
に
基
づ
く
廃
止
請
求
権
の
可
能
性
を
い
う
の
と
は
、
そ
の
点
で
異
な
る
。）。

も
っ
と
も
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
お
い
て
、
建
物
の
滅
失
と
い
う
概
念
を
経
済
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
ゴ
ミ
不

動
産
で
あ
る
こ
と
で
建
物
滅
失
と
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
Ｊ
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
、
二
〇
一
一
年
に
⽛
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
解
消
お
よ
び
建
物
の
取
壊
し
⽜
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
滅
失
概
念
を
経
済
的
に

理
解
す
る
こ
と
自
体
は
肯
定
し
て
、
再
生
が
取
り
壊
し
て
新
築
す
る
よ
り
も
経
済
的
に
有
利
で
な
い
場
合
は
、
完
全
な
滅
失
が
認
め
ら
れ

る
と
し
、
ま
た
、
部
分
的
な
滅
失
の
有
無
の
判
定
に
際
し
て
も
、
再
生
費
用
の
支
出
を
住
戸
所
有
者
に
期
待
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た

経
済
的
な
観
点
が
志
向
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る(136

)。
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ア
ル
ム
ブ
リ
ュ
ス
タ
ァ
も
、
ベ
ァ
マ
ン
の
Ｗ
Ｅ
Ｇ
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
に
お
け
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ
九
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
完
全
な
滅
失
か
ど
う
か
は
経
済
的
な
考
察
方
法
に
よ
る
の
で
、
建
物
が
部
分

的
に
は
保
持
さ
れ
て
い
て
も
、
再
生
が
取
り
壊
し
て
新
築
す
る
よ
り
も
費
用
が
か
か
る
場
合
は
完
全
な
滅
失
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る(137

)。

し
か
し
、
エ
グ
ベ
ァ
ト
・
キ
ュ
ン
メ
ル
と
ニ
コ
ル
・
フ
ァ
ン
デ
ン
ハ
ウ
テ
ン
は
、
二
〇
一
七
年
に
、
ニ
ー
デ
ン
フ
ュ
ア
・
キ
ュ
ン
メ
ル
・

フ
ァ
ン
デ
ン
ハ
ウ
テ
ン
の
Ｗ
Ｅ
Ｇ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
け
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
建
物
が
な
お
居
住
な
い
し
利

用
可
能
で
あ
れ
ば
、建
物
の
再
生
費
用
が
物
件
の
瑕
疵
な
き
状
態
で
の
市
場
価
額
を
超
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
滅
失
と
は
い
え
な
い
の
で
、

い
わ
ゆ
る
経
済
的
な
⽛
ゴ
ミ
不
動
産
⽜
に
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
特
別
所
有
権
の
な
お
存
す
る
利
用
を
、

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
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共
同
関
係
の
廃
止
に
よ
っ
て
〔
他
の
〕
住
戸
所
有
者
か
ら
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る(138

)。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ク
ロ
ィ
ツ
ァ
も
、
二
〇
一
八

年
に
、
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
ン
ガ
ァ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
け
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
建
物
自
体
は
存
在
し

建
築
技
術
上
ま
た
法
的
に
利
用
可
能
だ
が
、
経
済
的
な
利
用
可
能
性
を
欠
く
（
十
分
な
数
の
居
住
者
な
い
し
利
用
者
が
な
い
）
と
い
う
⽛
ゴ

ミ
不
動
産
⽜
の
場
合
に
、
状
況
を
滅
失
と
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
と
す
る(139

)。

二
〇
一
七
年
に
は
、ヘ
ァ
バ
ァ
ト
・
グ
リ
ツ
ヴ
ォ
ツ
が⽛
ゴ
ミ
不
動
産
―
住
戸
所
有
権
の
場
合
の
出
口
ま
た
は
多
数
決
に
よ
る
転
換
？
⽜

と
題
す
る
論
説
を
著
し(140

)、
一
九
五
一
年
の
Ｗ
Ｅ
Ｇ
は
戦
争
に
よ
る
建
物
の
滅
失
だ
け
が
念
頭
に
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
規
制
は
設
け
た

も
の
の
、
建
物
が
戦
争
や
災
害
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
経
済
的
に
滅
失
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
建
物
に
対
す
る

公
法
上
の
要
求
、
近
代
化
の
必
要
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
、
貧
困
高
齢
者
増
加
に
よ
っ
て
、
住
戸
所
有
権
も
所
有
者
に
と
っ
て
お
荷
物
と

化
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
現
状
認
識
の
も
と(141

)、
ゴ
ミ
不
動
産
と
化
し
た
住
戸
か
ら
逃
れ
る
道
を
具
体
的
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
リ
ツ

ヴ
ォ
ツ
は
、
ま
ず
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
は
建
物
滅
失
の
事
例
に
お
け
る
再
建
の
不
経
済
性
に
つ
い
て
し
か
規
定
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
超
え
て
、

建
物
が
滅
失
し
て
い
な
く
て
も
不
経
済
な
場
合
に
、
個
々
の
住
戸
所
有
者
が
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
、

こ
れ
に
は
、
j①
す
べ
て
の
住
戸
所
有
者
の
同
意
か
、
ま
た
は
、⽛
経
済
的
滅
失
⽜
事
例
で
の
他
の
住
戸
所
有
者
に
対
す
る
同
意
請
求
権
を
要

す
る
で
あ
ろ
う
、
と
す
る(142

)。
そ
し
て
、
j②
特
段
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
各
住
戸
所
有
者
は
、
法
律
と
異
な
っ
た
規
約
ま
た
は
規
約
の
適
正
化

を
請
求
で
き
る
と
す
る
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
〇
条
二
項
三
文
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
共
同
関
係
廃
止
請
求
権
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
が
、
同
項
は
住

戸
所
有
者
の
債
務
法
上
の
関
係
を
扱
う
も
の
で
、
物
権
法
上
の
帰
属
を
対
象
と
し
な
い
の
で
、
正
し
く
な
い
し(143

)、
j③
e⑤34
住
戸
所
有
者
が
、

特
別
な
状
況
で
あ
る
例
外
的
事
例
に
お
い
て
、
信
義
誠
実
に
よ
り
、
共
同
関
係
の
物
権
法
上
の
基
礎
を
変
更
す
べ
き
義
務
を
負
う
こ
と
は

あ
り
得
る
が
、
建
物
の
滅
失
の
場
合
（
一
部
学
説
は
、
建
物
滅
失
事
例
に
つ
い
て
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
い
う
規
約
を
欠
く
と
き
に
、
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廃
止
請
求
権
を
認
め
な
い
と
、
土
地
は
永
久
に
不
稼
働
で
、
所
有
者
に
と
っ
て
無
価
値
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。）
と
異
な
り
、
現
存
す

る
住
戸
所
有
権
の
経
済
的
な
利
用
不
可
能
性
は
、
信
義
誠
実
か
ら
解
消
請
求
を
正
当
化
で
き
る
事
情
に
は
な
ら
な
い
（
そ
の
種
の
事
情
は
、

個
々
の
住
戸
所
有
者
の
経
済
的
リ
ス
ク
の
範
囲
に
属
す
る
。）
し
、
不
経
済
性
の
事
例
を
、
建
物
滅
失
で
な
い
場
合
に
ど
う
定
義
す
る
か
も

困
難
で
あ
る
と
す
る(144

)。
そ
の
う
え
で
、
グ
リ
ツ
ヴ
ォ
ツ
は
、
市
場
で
売
却
で
き
な
い
住
戸
を
持
ち
続
け
る
義
務
か
ら
逃
れ
る
方
策
と
し
て
、

j④
有
限
責
任
事
業
者
会
社
（
U
nternehm
ergesellschaft（
haftungsbeschränkt））
や
無
資
力
者
、
未
成
年
者
へ
の
譲
渡
、
ま
た
、
j⑤

相
続
人
に
と
っ
て
の
解
決
の
可
能
性
を
い
う
。

す
な
わ
ち
、
j④
譲
渡
し
て
し
ま
え
ば
、
所
有
者
で
な
く
な
り
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
に
対
す
る
負
担
分
担
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
っ
と
も
、
譲
受
人
が
自
己
資
本
に
乏
し
い
有
限
責
任
事
業
者
会
社
や
無
資
力
者
で
あ
る
場
合
は
、
他
の
住
戸
所
有
者
が
、
Ｗ
Ｅ

Ｇ
一
二
条(145

)に
よ
り
譲
渡
へ
の
同
意
を
拒
絶
し
た
り
（
会
社
が
有
限
責
任
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
同
意
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

し
て
も(146

)）、
脱
法
行
為
と
し
て
義
務
が
存
続
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る(147

)。
ま
た
、
譲
受
人
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
一
六
二
九
ａ
条
一
項(148

)一
文
に
よ
り
、
未
成
年
者
の
責
任
は
、
成
年
に
な
っ
た
時
点
で
存
在
す
る
財
産
に
制
限
さ
れ
る(149

)。

j⑤
相
続
人
に
と
っ
て
の
解
決
と
グ
リ
ツ
ヴ
ォ
ツ
が
い
う
の
は
、
自
分
の
死
後
、
相
続
財
産
に
は
ゴ
ミ
不
動
産
だ
け
が
残
る
よ
う
、
生
前

に
全
財
産
を
譲
渡
し
て
し
ま
う
と
い
う
方
策
で
あ
る
。
相
続
が
開
始
し
て
相
続
人
が
相
続
財
産
を
放
棄
す
る
と
、
相
続
財
産
（
ゴ
ミ
不
動

産
）
は
、
最
終
的
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
三
六
条(150

)に
よ
り
国
に
帰
属
す
る(151

)。
も
っ
と
も
、
相
続
財
産
に
つ
き
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
る
と
、

以
前
に
さ
れ
て
い
た
譲
渡
が
取
消
し
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
る(152

)。

最
後
に
、
e⑦
住
戸
所
有
者
全
員
が
合
意
し
て
、
住
戸
所
有
権
を
み
ん
な
で
一
緒
に
な
っ
て
所
有
権
放
棄
す
る
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八

条
一
項
に
よ
る
土
地
所
有
権
放
棄
と
変
わ
ら
な
い
と
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
に
よ
っ
て
も
明
示
的
に
許

マ
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ン
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容
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
評
し
て
、
ヨ
ハ
ン
・
デ
ム
ハ
ル
タ
ァ
は
、⽛
ゴ
ミ
不
動
産
⽜
事
例
の
た
め
の
逃
げ
道
が
ほ
の
め
か
さ
れ
た
と

い
い(153

)、
カ
ァ
ス
テ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
裁
判
所
は
、
全
員
が
共
同
す
れ
ば
所
有
権
放
棄
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
た
と
い
う(154

)。
住
戸
所
有

者
が
全
員
で
建
物
全
体
を
所
有
権
放
棄
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
住
戸
所
有
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
こ
と
が
判
例
法
上
、
明
示
さ

れ
、
学
説
で
も
そ
の
意
義
が
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

⑷

若
干
の
整
理

ド
イ
ツ
に
お
い
て
住
戸
所
有
権
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
な
に
ゆ
え
か
。
⟹
土
地
共
有
持
分
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に

影
響
さ
れ
て
と
い
う
側
面
も
強
い
（
e①
）
が
、
こ
の
こ
と
は
さ
て
措
い
て
、
⟹
住
戸
所
有
権
に
つ
い
て
の
固
有
の
判
断
と
し
て
は
、
大
き

く
い
え
ば
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
る
と
、
⒜
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
）
に
抵
触
し
（
e②
～
e⑤
）、

ま
た
、
⒝
住
戸
所
有
者
の
負
担
分
担
義
務
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条
二
項
）
が
潜
脱
さ
れ
て
し
ま
う
（
e⑥
）、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
判
例
・
通
説
の
立
場
に
対
し
て
、
反
対
説
は
、
右
の
⒜
、
⒝
の
い
ず
れ
を
も
否
定
す
る
と
と
も
に
（
b①
、
b②
）、
所
有
権
放
棄

が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
住
戸
所
有
者
は
、
永
久
に
住
戸
所
有
権
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
不
利
益
を
被
る
こ
と
（
g⑦
、
g⑨
）、
放
棄
を

認
め
て
も
、
他
の
住
戸
所
有
者
に
不
利
益
は
生
じ
な
い
ま
た
は
そ
の
不
利
益
は
小
さ
い
こ
と
（
g④
、
g⑥
、
g⑧
）
な
ど
を
い
う
。

判
例
・
通
説
の
側
で
も
、住
戸
所
有
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
逃
れ
る
術
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
無
視
で
き
な
い
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
り
、
共
同
関
係
の
廃
止
請
求
を
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
の
規
制
を
超
え
て
、
e⑤34
信
義
誠
実
に
よ
り
認
め
る
こ
と
が
可
能
か
ど

う
か
が
議
論
さ
れ
る
の
も
、
そ
う
し
た
認
識
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
e⑤34
信
義
誠
実
に
よ
る
共
同
関
係
の
廃
止
請
求
も
現
実
に
は
容
易
で
な
い
、
と
な
る
と
、
j④
無
資
力
者
等
へ
の
譲
渡
（
法
形
式

的
に
は
譲
渡
だ
が
、
譲
渡
後
ど
う
な
る
か
を
考
え
る
と
、
実
質
、
野
に
棄
て
る
に
等
し
い
）
や
、
j⑤
相
続
放
棄
の
活
用
（
国
へ
の
い
わ
ば
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押
し
付
け
）、
e⑦
一
棟
の
建
物
中
の
住
戸
所
有
権
す
べ
て
を
所
有
者
全
員
が
一
緒
に
な
っ
て
、
所
有
権
放
棄
す
る
（
こ
れ
も
、
国
へ
の
い
わ

ば
押
し
付
け
）、
な
ど
と
い
っ
た
方
策
が
検
討
さ
れ
て
く
る
。

四

む
す
び
に
代
え
て
―
日
本
法
へ
の
示
唆
―

⑴

日
本
法
で
も
所
有
権
放
棄
で
き
な
い
？

マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
は
可
能
か
。
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
判
例
法

上
明
確
に
不
可
と
解
さ
れ
て
い
る
。
学
説
で
も
、
も
し
放
棄
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
所
有
者
は
、
ゴ
ミ
不
動
産
の
片
を
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
、
こ
の
問
題
は
重
要
と
も
指
摘
さ
れ
る(155

)な
か
、
通
説
は
判
例
を
支
持
し
て
、
や
は
り
所
有
権
放
棄
を
認
め
な
い
。

マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
内
容
理
解
が
独
日
で
は
異
な
る
こ
と
も
あ
り(156

)、
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
わ
が
国
に
そ
の
ま
ま
移
入
で
き
る
も
の
で

は
な
い
が
、
わ
が
国
で
こ
の
問
題
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
か
り
に
ド
イ
ツ
法
で
の
経
験
か
ら
示
唆
を
得
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
あ
ろ
う
か
。

土
地
所
有
権
放
棄
が
明
文
規
定
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
一
項
）
に
よ
り
許
容
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
さ
え
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権

の
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
が
可
能
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
わ
れ

る
（
一
）
わ
が
国
で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
は
な
お
の
こ
と
疑
わ
し
い
、
な
ど
と
み
る
の
は
、
単
純
に
過
ぎ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
放
棄
が
許
さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
所
以
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
妥
当
し
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
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な
に
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
事
情
は
す
で
に
み
て
き
た
と

お
り
で
、
三
⑷
に
お
い
て
若
干
の
整
理
も
試
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
―
大
き
く
い
え
ば
住
戸
所
有
者
の
法
律
関
係
が
共
同

関
係
と
し
て
債
務
法
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
―
①
共
有
に
お
い
て
持
分
が
放
棄
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
持
分

を
他
の
共
有
者
が
当
然
に
取
得
す
る
と
い
う
添
加
理
論
が
、
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
、
②
共
有
に
お
い
て
持
分

が
放
棄
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
d①
e②
権
利
は
無
主
に
な
る
の
で
は
な
く
消
滅
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
①
も
し
添
加
理
論
が
採
用
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
て
も
、
e②
共
同
の
土

地
に
対
す
る
共
有
持
分
は
消
滅
せ
ず（
他
の
住
戸
所
有
者
に
帰
属
す
る
の
で
）、e③
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
は
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

⒜
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
）
へ
の
抵
触
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
②
放
棄
さ
れ
て

も
e②
持
分
は
無
主
に
な
る
だ
け
で
消
滅
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
、
や
は
り
同
様
に
、
e③
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
は
存
続
し

得
た
で
あ
ろ
う
（
持
分
そ
の
も
の
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
）。
⒝
住
戸
所
有
者
の
負
担
分
担
義
務
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条
二
項
）
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
、
放
棄
が
で
き
る
と
な
る
と
、
た
し
か
に
他
の
住
戸
所
有
者
の
負
担
が
そ
の
分
増
え
る
が
、
①
添
加
理
論
が
採
用
さ
れ

て
い
れ
ば
、
e⑥
他
の
住
戸
所
有
者
は
、
土
地
に
対
す
る
共
有
持
分
が
、
放
棄
し
た
住
戸
所
有
者
の
分
だ
け
増
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
他
の

住
戸
所
有
者
の
負
担
増
を
不
当
と
み
な
い
余
地
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か(157

)。

①
共
有
持
分
が
放
棄
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
添
加
理
論
が
明
文
で
も
っ
て
（
民
法
二
五
五
条
）
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
が
民
法
の
も
と
で

は
、
ど
う
か
。
も
っ
と
も
、
わ
が
民
法
で
は
添
加
理
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
場
面
で
は
、
区
分
所

有
法
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
が
排
除
さ
れ
て
い
る
（
二
）
の
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
を
可
と
す
る
と
、
添
加
が
生
じ
な
い
以
上
、

ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
が
懸
念
す
る
と
こ
ろ
（
⒜
、
⒝
）
は
わ
が
国
で
も
妥
当
し
得
る
か
の
ご
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
法
の
も
と
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で
は
、
②
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
が
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
敷
地
利
用
権
と
も
ど
も
無
主
と
な
り
、
国
に
帰
属
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
（
二
）
の
で
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば(158

)、
や
は
り
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
が
懸
念
す
る
よ
う
な
事
態
に
は
、
わ
が
国

で
は
な
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
わ
が
国
で
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
を
可
と
解
し
た
と
き
、
放
棄
さ
れ
た
そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
は
（
区
分
所
有
権

も
敷
地
利
用
権
も
）
民
法
二
三
九
条
二
項
に
よ
り
国
に
帰
属
す
る
と
解
さ
れ
る
（
二
）
以
上
、
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
へ
の
影
響
は
一

切
な
い
。
放
棄
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
主
体
が
、
放
棄
者
か
ら
国
に
交
替
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
が
い
わ
れ
る
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
）
の
は
、
他
の
住
戸
所
有
者
の
住
戸
所
有
権
を
保

障
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
（
三
⑴
）。
す
な
わ
ち
、
⒜
住
戸
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
る
と
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
が
一
方
的
に
解
消
さ
れ
て

し
ま
い
、
他
の
住
戸
所
有
者
の
住
戸
所
有
権
が
害
さ
れ
る
と
懸
念
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
法
の
も
と
で
は
、
所
有
者
の
交

替
が
生
じ
る
だ
け
な
の
で
、
そ
う
し
た
懸
念
は
あ
た
ら
な
い
。
⒝
住
戸
所
有
者
の
負
担
分
担
義
務
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条
二
項
）
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
、
日
本
法
で
あ
れ
ば
、
放
棄
者
に
替
わ
っ
て
国
が
新
た
な
分
担
者
に
な
る
だ
け
な
の
で
、
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
に
不
利
益

は
生
じ
な
い
（
資
力
の
あ
る
国
が
新
所
有
者
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
む
し
ろ
、
利
益
で
さ
え
あ
ろ
う
。）。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
が
許
さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
所
以
が
わ
が
国
に
お
い
て
妥
当
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

わ
が
国
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
放
棄
の
可
否
は
、
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
で
は
、
マ
ン
シ
ョ

ン
所
有
権
放
棄
を
可
と
す
る
と
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
に
不
利
益
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
可
と
す

る
法
制
の
も
と
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
え
て
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
は
不
可
と
解
釈
さ
れ
た
。
わ
が
国
で
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
存
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
（
土
地
と
違
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ら
で
は
、
と
い
う
事
情
が
存
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
）、
わ
が
国
で
は
、
結
局
、
お
よ
そ

不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
が
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
放
棄
の
可
否
も
決
せ
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處
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ろ
う
。

わ
が
国
で
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
が
可
能
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、
一
般
論
と
し
て
お
よ
そ
不

動
産
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
と
み
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
っ
た
（
一
）。
し
か
し
、
か
り
に
タ
ダ
に
し
て
も
引
き
取
り

手
が
見
付
か
ら
な
い
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
⽛
負
動
産(159

)⽜
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
放
棄
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
論
調
が
、
学
説
に
お

い
て
近
年
、
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
て
、
そ
こ
で
は
、
所
有
し
続
け
る
こ
と
に
と
も
な
う
負
担
が
国
に
一
方
的
に
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と

の
問
題
性
が
強
調
さ
れ
る(160

)。

そ
の
流
れ
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
が
不
可
と
解
釈
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
―
そ
の
理
由
付
け

は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
と
は
異
な
る
に
し
て
も
（
国
に
迷
惑
を
か
け
る
の
で
）
―
結
論
と
し
て
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

土
地
に
つ
い
て
は
広
く
放
棄
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る(161

)が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
事
情
が
異
な
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
は
土
地

と
異
な
り
建
物
で
あ
っ
て
、
人
間
が
こ
の
世
の
中
に
あ
え
て
作
り
出
し
た
存
在
な
の
だ
か
ら
、
作
っ
た
者
、
買
っ
た
者
、
所
有
す
る
者
が

責
任
を
も
っ
て
最
後
の
後
始
末
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
作
っ
て
お
い
て
、
ま
た
、
さ
ん
ざ
ん
使
い
倒
し
て
お

い
て
、
あ
と
は
ど
う
な
ろ
う
と
知
ら
な
い
、
最
後
は
国
が
引
き
取
れ
ば
い
い
、
と
い
う
の
は
無
責
任
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
価
値
判
断
を
法
解
釈
の
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
可
能
と
し
て
、
そ
の
理

論
構
成
い
か
ん
は
、
一
個
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
所
有
権
放
棄
は
法
律
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
公
序
良
俗
違
反
や
権
利
濫
用
な
ど
を
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
同
じ
不
動
産
で
あ
り
な
が
ら
、
土
地
に
つ
い
て
は
所
有
権
放

棄
を
公
序
良
俗
違
反
な
ど
と
は
基
本
、
み
な
い
の
に
対
し
、
建
物
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
そ
の
所
有
権
放
棄
を
公
序
良
俗
違
反
と
み

よ
う
と
い
う
こ
と
が
法
解
釈
と
し
て
可
能
か
、
疑
問
の
（
少
な
く
と
も
）
余
地
は
あ
ろ
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
可
と

す
る
以
上
は
、
同
じ
く
不
動
産
で
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
所
有
権
放
棄
を
可
と
す
る
の
が
理
論
的
に
は
筋
だ
と
感
じ
て
い
る
（
所
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有
権
放
棄
を
不
可
と
し
て
も
、
こ
の
あ
と
⑵
で
み
る
よ
う
に
、
裏
技
的
に
⽛
捨
て
ら
れ
て
く
る
⽜
こ
と
が
ど
ち
み
ち
避
け
ら
れ
な
い
で
あ

れ
ば
、
な
お
の
こ
と
と
も
い
え
る
。）
が
、
本
稿
で
は
指
摘
に
と
ど
め
、
結
論
は
留
保
し
た
い
。

⑵

ど
う
や
っ
た
ら
⽛
捨
て
ら
れ
る
⽜
？

か
り
に
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
と
き
、
そ
れ
で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
は
、
ど
の
よ
う
に
す

れ
ば
、
所
有
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
も
ち
ろ
ん
e⑤2
売
れ
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
わ
け
で
、
そ
う
で

は
な
く
て
、タ
ダ
で
も
引
き
取
り
手
が
見
付
か
ら
な
い
よ
う
な
負
動
産
の
場
合
に
、所
有
者
は
ど
う
や
っ
た
ら
そ
れ
を⽛
捨
て
ら
れ
る
か
⽜、

と
い
う
ハ
ナ
シ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
参
考
に
す
る
と
き
、
大
要
、
以
下
の
方
策
を
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う(162

)。

⛶
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
e⑦
(個
別
の
住
戸
所
有
権
の
放
棄
で
は
な
く
）
住
戸
所
有
者
全
員
が
一
緒
に
な
っ
て
所
有
権
放
棄
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
判
例
・
学
説
が
明
示
的
に
可
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

全
員
の
合
意
が
必
要
な
わ
け
だ
か
ら(163

)、
こ
の
方
策
は
非
現
実
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
所
有
者
間
で
負
動
産
と
の
認
識
が
普

遍
化
し
て
い
れ
ば
（
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
事
態
が
重
篤
化
し
て
い
れ
ば
）、
そ
の
ハ
ー
ド
ル
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
国
（
財
務
局
）
に
対
し
、
民
法
二
三
九
条
二
項
を
根
拠
に
登
記
名
義
の
引
き
取
り
を
求
め
て
も
、

（
一
住
戸
だ
け
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
建
物
全
体
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
も
）
所
有
権
放
棄
が
公
序
良
俗
違
反
等
に
よ
り
無
効
と
争
わ
れ

て
、
受
け
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る(164

)。
実
際
、
裁
判
例
で
も
、
若
干
特
殊
な
事
案
に
つ
い
て
の
下
級
審
判
決
で
あ
る
が
、
土
地

に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
を
無
効
と
解
し
て
、
登
記
引
取
請
求
を
し
り
ぞ
け
た
例
が
あ
る
（
広
島
高
裁
松
江
支
部
平
成
二
八
年
一
二
月
二
一

日
判
決
（
平
成
二
八
年
（
ネ
）
五
一
号
））。
近
年
の
学
説
に
お
け
る
、
負
動
産
の
所
有
権
放
棄
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
論
調
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を
も
併
せ
踏
ま
え
る
と
、
み
ん
な
で
一
緒
に
な
っ
て
所
有
権
放
棄
す
る
と
い
う
こ
の
方
策
は
、
わ
が
国
で
は
、
実
際
的
意
義
が
乏
し
そ
う

で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
、
こ
の
方
策
を
現
実
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
所
有
者
は
、
負
動
産
と
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
の
負
担

を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
費
用
面
で
の
心
配
を
し
な
く
て
済
む
、
と
い
う
の
が
魅
力
で
あ
る
。
所
有
し
続
け
る
こ

と
に
と
も
な
う
負
担
を
ナ
シ
に
し
た
け
れ
ば
、（
引
き
取
り
手
が
な
い
以
上
は
）
取
り
壊
せ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
が
本
来
だ
が
、
解
体
に

は
当
然
、
費
用
が
発
生
す
る
と
こ
ろ
、
国
に
そ
の
ま
ま
引
き
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
そ
の
負
担
を
し
な
く
て
済
む
か
ら
で
あ
る(165

)。

⛷
ド
イ
ツ
で
は
、
j⑤
相
続
放
棄
を
活
用
す
る
方
策
も
、
一
部
学
説
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
た
。
相
続
放
棄
は
相
続
財
産
全
体
を
対
象
と

す
る
の
で
（
相
続
財
産
の
う
ち
こ
れ
は
要
る
、
こ
れ
は
要
ら
な
い
な
ど
と
取
捨
選
択
し
て
、
相
続
財
産
の
一
部
だ
け
を
放
棄
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。）、
生
前
に
、
要
ら
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
以
外
の
財
産
を
す
べ
て
譲
渡
し
て
お
く
と
い
う
、
あ
ら
か
じ
め
の
準
備
が
必
要
と
な
る
。

そ
う
し
て
お
け
ば
、
自
分
の
死
後
、
相
続
財
産
は
そ
の
要
ら
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
け
に
な
る
か
ら
、
相
続
人
は
心
お
き
な
く
相
続
放
棄
で

き
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
方
策
は
、
わ
が
国
で
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
生
前
譲
渡
で
は
な
く
て
、
価
値
あ
る
財
産
だ
け
を
相
続
人
に
遺
贈
す
る
と
い
う
や
り
方

も
考
え
ら
れ
る
。
遺
言
書
に
は
⽛
相
続
さ
せ
る
⽜
で
は
な
く
、⽛
遺
贈
す
る
⽜
と
記
し
、
遺
贈
で
あ
る
趣
旨
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
相
続
人
が
受
遺
者
と
し
て
遺
贈
を
受
け
る
一
方
で
、
相
続
を
放
棄
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る(166

)。

相
続
放
棄
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
ド
イ
ツ
同
様
、
わ
が
国
で
も
、
最
終
的
に
は
国
の
も
の
と
な
る
。
実
際
に
、（
相
続
放
棄
に
よ
る
場

合
も
含
め
て
）
相
続
人
不
存
在
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
、（
現
金
化
さ
れ
ず
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ま
ま
）
国
庫
帰
属
し
た
例
（
国
有
マ
ン
シ
ョ
ン
）

が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
紹
介
し
た(167

)。
こ
の
国
庫
帰
属
は
民
法
九
五
九
条
に
法
定
さ
れ
て
い
て
、
国
は
引
受
け
を
拒
否
で
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き
な
い
。
平
成
二
九
年
六
月
二
七
日
に
は
、
こ
の
こ
と
を
明
言
し
た
事
務
連
絡
が
、
財
務
省
理
財
局
国
有
財
産
業
務
課
長
名
で
各
地
の
財

務
局
に
宛
て
て
発
出
さ
れ
て
い
る(168

)。

も
っ
と
も
、
国
庫
帰
属
さ
せ
る
に
は
、
ま
ず
は
、
家
裁
に
申
し
立
て
て
相
続
財
産
の
管
理
人
を
選
任
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
（
民
法

九
五
二
条
一
項
）、
そ
れ
に
は
予
納
金
が
必
要
で
、
一
〇
〇
万
円
程
度
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
管
理
人
が
選
任
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
と
相

続
財
産
の
清
算
手
続
は
進
ま
な
い
の
で
、
国
庫
帰
属
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
わ
が
民
法
は
、
相
続
放
棄
者
に
管
理
継
続
義
務
を
課
し
て
い
る
（
九
四
〇
条
一
項
）。
各
国
に
例
が
な
く
、
わ
が
民
法
の
創
設
し

た
規
定
で
あ
っ
て
、
一
種
の
事
務
管
理
と
い
わ
れ
る(169

)。
最
後
の
相
続
放
棄
者
は
、
相
続
財
産
の
管
理
人
が
選
任
さ
れ
れ
ば
こ
の
義
務
を
免

れ
る(170

)が
、
管
理
人
が
選
任
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
と
、
―
相
続
放
棄
し
た
以
上
、
も
は
や
自
分
の
も
の
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
未
来
永

劫
、
管
理
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ご
と
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
住
戸
で
あ
る
か
ら
、
管
理
と
い
っ
て
も
具

体
的
に
な
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
も
思
え
ず
（
戸
建
て
の
住
宅
と
は
事
情
が
異
な
る
。）、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
民
法

九
四
〇
条
一
項
の
趣
旨
は
、
相
続
放
棄
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
相
続
財
産
が
管
理
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
る
と
、
相
続
財
産
が
毀
損
さ
れ
て

次
順
位
の
相
続
人
や
相
続
債
権
者
な
ど
に
損
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
次
順
位
の
相
続
人
や
相
続
財
産
の
管
理
人
が
相
続
財
産

の
管
理
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
管
理
を
継
続
さ
せ
て
、
相
続
財
産
の
価
値
を
保
ち
、
相
続
財
産
に
対
す
る
次
の
権
利
者
の
利
益
を

保
護
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
相
続
放
棄
者
の
管
理
継
続
義
務
は
、
世
の
中
の
第
三
者
一
般
の
利

益
を
慮
っ
て
の
も
の
で
は
な
く
、
次
順
位
の
相
続
人
や
相
続
債
権
者
な
ど
に
対
し
て
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
管
理
組
合
や
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
か
ら
（
ま
た
、
そ
の
他
の
第
三
者
か
ら
）、
こ
の
管
理
継
続
義
務
を
根
拠
に
な
に
か
し
ら

行
為
を
要
求
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
し
て
や
、
相
続
放
棄
し
た
以
上
も
は
や
所
有
者
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
管
理
費

等
や
固
定
資
産
税
の
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
（
支
払
義
務
を
負
う
の
は
、
所
有
者
で
あ
る
相
続
財
産
法
人
（
民
法
九

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

四
〇

(四
〇
)



五
一
条
）
で
あ
る
。）。
と
す
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
相
続
放
棄
だ
け
し
て
お
い
て
、
相
続
財
産
管
理
の
手
続
に
は
入
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
放
置

し
て
お
く
（
し
た
が
っ
て
、
国
庫
帰
属
に
は
い
た
ら
な
い
に
し
て
も
）、
と
い
う
こ
と
で
、（
相
続
放
棄
者
に
と
っ
て
は
）
実
際
上
の
問
題

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
相
続
放
棄
を
活
用
し
て
と
い
う
方
策
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
相
続
の
機
会
を
と
ら
え
て
で
な
い
と
、
発
動
で
き
な
い
（
し
た

が
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
相
続
が
開
始
す
る
ま
で
何
十
年
か
待
た
な
い
と
い
け
な
い
。）。
ま
た
、
負
動
産
と
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
以

外
に
価
値
あ
る
財
産
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
生
前
に
譲
渡
し
て
お
く
な
り
、
遺
贈
す
る
な
り
の
事
前
の
準
備
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、

こ
の
後
者
の
点
は
、
今
で
こ
そ
高
齢
者
は
金
持
ち
と
い
わ
れ
る
が
、
今
後
、
見
る
べ
き
資
産
の
な
い
高
齢
者
が
増
え
て
く
る
と
、
生
前
の

準
備
は
要
ら
な
い
の
で
、
そ
の
相
続
人
が
相
続
放
棄
す
る
こ
と
へ
の
ハ
ー
ド
ル
は
下
が
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

⛸
j④
ド
イ
ツ
で
は
、
未
成
年
者
や
無
資
力
者
に
譲
渡
し
て
し
ま
う
と
い
う
方
策
も
、
一
部
学
説
が
主
張
し
て
い
た
。
⛷
相
続
放
棄
を
用

い
て
の
方
策
が
、
相
続
の
機
会
を
と
ら
え
て
で
な
い
と
発
動
で
き
な
い
の
に
対
し
、
譲
渡
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
ち
ら
の
方
策
は
、
そ
の

よ
う
に
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
の
が
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

未
成
年
者
に
譲
渡
す
る
意
味
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
法
制
上
、
未
成
年
時
に
譲
渡
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
責
任
が
、
成
人
時
に
有
し
た
財

産
に
制
限
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
二
九
ａ
条
）
の
で
、
管
理
費
等
の
支
払
い
は
、
成
人
当
時
に
存
し
た
財
産
さ
え
吐
き
出
し
て
し
ま
え
ば
、

そ
の
後
は
責
任
を
免
れ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
事
案
に
よ
っ
て
は
（
制
度
の
濫
用
？
）、
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
に
つ
き
同
意
を
与

え
た
親
の
責
任
が
問
わ
れ
そ
う
な
気
も
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
が
国
で
は
こ
の
よ
う
な
責
任
制
限
の
制
度
は
な
い
の
で
、
未
成

年
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
の
意
味
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
無
資
力
者
に
譲
渡
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
わ
が
国
で
も
、
方
策
と
し
て
有
効
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
資
力
で
あ
る

札
幌
学
院
法
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か
ら
、
管
理
費
等
の
支
払
い
が
実
際
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
事
実
上
、
そ
の
債
務
を
免
れ
た
に
等
し
い
（⽛
無
い
袖
は
振
れ
ぬ
⽜）。
と
は

い
え
、
債
務
が
法
的
に
消
え
て
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
負
動
産
と
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
を
あ
え
て
（
タ
ダ
で
あ
っ
て
も
）
譲
り

受
け
よ
う
と
す
る
無
資
力
者
が
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
い
る
か
は
、
疑
問
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
か
に
は
、
事
実
上
、
タ
ダ
で
住
め
る
と
い

う
こ
と
で
、
い
わ
ば
バ
バ
抜
き
の
バ
バ
を
、
そ
う
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
あ
え
て
引
い
て
く
る
無
資
力
者
が
い
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
ド

イ
ツ
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
譲
渡
を
他
の
所
有
者
が
拒
否
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
が
、わ
が
国
で
は
こ
れ
を
阻
止
す
る
術
は
な
い
。

負
動
産
と
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有
者
と
し
て
は
、そ
う
し
た
無
資
力
者
を
募
っ
て
、売
買
代
金
な
ど
を
い
た
だ
か
ず
に（
し
た
が
っ

て
タ
ダ
で
）、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
い
く
ば
く
か
の
お
金
を
つ
け
て
（
お
礼
？
迷
惑
料
？
）、
譲
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
そ
の
無
資
力
者
が
、（
不
謹
慎
な
が
ら
）
そ
ろ
そ
ろ
お
迎
え
が
、
と
い
う
よ
う
な
高
齢
者
で
あ
れ
ば
、
⛷

相
続
放
棄
を
用
い
た
方
策
と
の
コ
ラ
ボ
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
開
始
時
に
は
、
相
続
人
は
（
相
続
財
産
が
プ
ラ
ス
で
な
い
か

ら
心
お
き
な
く
）
相
続
放
棄
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
と
も
と
身
寄
り
が
な
け
れ
ば
、
相
続
放
棄
を
経
る
ま
で
も
な
く
、
即
、
相
続
人

不
存
在
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
無
資
力
者
へ
の
譲
渡
が
公
序
良
俗
違
反
な
ど
と
し
て
無
効
と
主
張
さ
れ
て
く
る
リ
ス
ク
は
あ
る
。

⛹
譲
渡
と
組
み
合
わ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
、
さ
ら
に
大
が
か
り
に
は
な
る
が
、
法
人
を
設
立
し
て
、
そ
こ
へ
譲
渡
し
て
し
ま
う
と

い
う
方
策
も
な
い
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
j④
有
限
責
任
事
業
者
会
社
へ
の
譲
渡
が
、
一
部
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
。
わ
が

国
で
も
、
合
同
会
社
や
一
般
社
団
法
人
な
ど
、
比
較
的
設
立
が
容
易
な
法
人
形
態
を
利
用
し
て
（
合
同
会
社
な
ら
最
低
で
六
万
円
程
度
の
、

一
般
社
団
法
人
も
最
低
で
一
二
万
円
程
度
の
費
用
で
設
立
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。）、
そ
こ
へ
譲
渡
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

法
人
で
あ
っ
て
有
限
責
任
で
あ
る
か
ら
、元
所
有
者
は
設
立
者
や
社
員
で
あ
っ
て
も
、当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
―
譲
っ
て
し
ま
っ

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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た
以
上
、
自
分
自
身
は
も
は
や
所
有
者
で
は
な
い
か
ら
―
責
任
を
負
わ
な
く
て
済
む
。
と
は
い
え
、
所
有
者
が
そ
の
法
人
に
替
わ
っ
た

だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
法
人
で
あ
る
か
ら
、
自
然
人
と
異
な
り
、
解
散
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
存
続
し
続
け
る
わ
け
で
、
そ
の
法
人
ご
と
事
実

上
、
放
置
す
る
（
幽
霊
会
社
？
）、
と
い
う
解
決
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
や
、
⛸
と
同
様
、
譲
渡
の
公
序
良
俗

違
反
等
が
主
張
さ
れ
て
く
る
リ
ス
ク
も
あ
り(171

)、
あ
ま
り
綺
麗
な
や
り
方
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
一
般
社
団
法
人
の
場
合
は
、
定
款
の
定
め
等
に
よ
っ
て
帰
属
が
定
ま
ら
な
い
残
余
財
産
は
国
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
八
年
法
律
四
八
号
）
二
三
九
条
三
項
）
の
で
、
所
定
の
手
続
を
践
ん
で
法

人
を
解
散
さ
せ
れ
ば
、
相
続
人
不
存
在
の
場
合
と
同
様
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
国
に
引
き
取
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る(172

)。

⑶

付
論
：
今
後
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
？

マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
は
放
棄
で
き
る
か
、
と
い
う
本
稿
の
課
題
に
つ
い
て
、
筆
者
と
し
て
最
終
的
な
解
答
を
示
す
こ
と
は
結
局
、
で
き

な
か
っ
た
（
⑴
）
が
、
本
稿
で
の
検
討
を
通
じ
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
を
、
本
論
か
ら
外
れ
る
も
の
の
、
門
外
漢
な
が
ら
若
干
述
べ
て
、
本

稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

わ
が
国
に
お
い
て
、一
般
論
と
し
て
お
よ
そ
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
、と
み
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る（
一
）

が
、
実
務
的
に
、
不
動
産
を
自
由
に
所
有
権
放
棄
で
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、
実
態
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
所
有
権
放
棄
で
き
な
い
と

い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
民
法
二
三
九
条
二
項
に
よ
り
所
有
権
を
当
然
に
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
国

（
財
務
局
）
に
お
い
て
、
登
記
を
嘱
託
し
て
く
れ
な
い
か
ぎ
り
、
登
記
名
義
が
放
棄
者
の
も
と
に
残
っ
て
し
ま
い
（
放
棄
者
か
ら
国
に
登
記

名
義
が
移
転
し
な
い
。）、
所
有
権
放
棄
し
て
も
そ
の
実
質
が
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
土
地
で
あ
れ
建
物
で
あ
れ
マ
ン

札
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シ
ョ
ン
で
あ
れ
、
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
状
の
も
と
で
は
、
負
動
産
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有
者
が
、
タ
ダ
で
い
い
か
ら
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
手
放
し
た
い
と

考
え
た
と
き
、
⑵
で
み
た
諸
方
策
が
試
み
ら
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
所
有
者
個
人
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
裏
技
に
よ
っ
て
で

あ
れ
、
と
に
か
く
手
放
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
全
体
と
し
て
の
あ
り
方
と
し
て
み
た
と
き
は
、
あ
ま
り

美
し
く
な
い
。
一
棟
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
一
住
戸
が
負
動
産
と
化
し
て
い
る
と
き
は
、
他
の
住
戸
も
負
動
産
化
し
て
い
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
土
交
通
省
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
末
に
八
一
・
四
万
戸
で
あ
っ
た
築
四
〇
年
超
の

マ
ン
シ
ョ
ン
が
令
和
二
〇
（
二
〇
三
八
）
年
末
に
は
約
四
・
五
倍
の
三
六
六
・
八
万
戸
に
達
す
る
と
い
わ
れ
る(173

)な
か
、
社
会
的
に
寿
命
を

迎
え
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
後
始
末
の
あ
り
方
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
申
す
と
、ま
ず
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が
そ
の
よ
う
に
終
末
期
を
迎
え
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
延
命
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、

延
命
化
も
か
な
わ
な
く
な
っ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
取
り
壊
し
て
建
て
替
え
る
、
と
い
う
対
応
が
、
ま
ず
は
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
建
替

え
に
は
条
件
面
で
制
約
が
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
建
替
え
が
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
一
）
し
、
か
り
に
今
回
は
運
良

く
条
件
が
調
っ
て
建
て
替
え
で
き
て
も
、
ま
た
何
十
年
か
経
っ
た
あ
と
の
再
度
の
建
替
え
は
、
も
は
や
不
可
能
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
建
て

替
え
て
、
高
層
化
、
増
床
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
の
日
本
の
人
口
減
少
社
会
の
も
と
で
進
む
べ
き
途
な
の
か
疑
問
が
あ
る(174

)。

延
命
化
も
建
替
え
も
か
な
わ
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
そ
の
解
消
を
可
能
と
す
る
立
法
措
置
を
、
と
の
声
は
、
す
で
に
古
く
か
ら

聞
か
れ
る(175

)。
建
替
え
の
幻
想
に
惑
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
正
面
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
の
解
消
を
い
う
そ
の
方
向
性
は
正
し
い
よ
う
に
思

う(176
)。

マ
ン
シ
ョ
ン
法
に
つ
い
て
専
門
外
の
筆
者
と
し
て
は
、
そ
の
あ
り
方
い
か
ん
は
既
存
の
議
論
に
委
ね
た
い
が
、
そ
こ
で
は
、
各
所
有

者
の
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
を
ど
う
整
理
し
て
い
く
か
が
一
つ
大
き
な
課
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
試
論
の
域
を
ま
っ
た
く
出
な
い
が
、
一

点
だ
け
、
民
法
二
五
五
条
に
規
定
さ
れ
る
添
加
理
論
の
発
想
を
こ
こ
に
応
用
で
き
な
い
か
、
問
題
提
起
を
し
て
お
き
た
い
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處
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之
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わ
が
民
法
は
、⽛
共
有
者
の
一
人
が
、
そ
の
持
分
を
放
棄
し
た
と
き
、
又
は
死
亡
し
て
相
続
人
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
持
分
は
、
他
の
共

有
者
に
帰
属
す
る
⽜
と
規
定
す
る
（
二
五
五
条
）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
、
共
有
の
弾
力
性
の
表
れ
と
説
か
れ
た
り
、
同
時
に

一
つ
の
立
法
政
策
の
帰
結
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る(177

)。
明
治
二
七
年
の
法
典
調
査
会
で
は
、
こ
う
し
た
規
定
は
ど
こ
の
国
の
法
律
に
も
な
い

が
、
も
し
こ
の
規
定
が
な
い
と
、
動
産
の
場
合
は
各
別
の
不
便
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
が
、
不
動
産
の
場
合
は
、
国
が
共
有
者
と
な
っ
て
煩

わ
し
い
関
係
が
生
じ
て
困
る
で
あ
ろ
う
（
富
井
政
章(178

)）、
不
動
産
の
場
合
は
、
国
（
ま
た
は
市
町
村
）
に
帰
属
す
る
の
で
よ
い
が
、
動
産
に

つ
い
て
は
そ
う
で
な
い
の
で
、
ま
る
で
関
係
な
い
人
が
取
る
よ
り
も
、
共
有
者
が
取
得
す
る
方
が
公
平
で
よ
い
（
土
方
寧(179

)）、
動
産
に
つ
い

て
は
、
残
っ
て
い
る
共
有
者
が
共
有
物
の
使
用
・
管
理
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
他
人
が
先
占
し
て
く
る
の
は
公
安
を
害
す
る
し
、
不
動
産

は
、
相
続
人
の
な
い
不
動
産
が
国
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
開
明
の
国
で
無
主
の
不
動
産
を
先
占
取
得
す
る
の
は
極
め
て
少
な
い
し
、

先
占
で
き
る
と
し
て
も
動
産
と
違
っ
て
袂
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
争
い
に
な
る
の
で
、
国
に
帰
属
す
る
と
し
て
除
外
し
て
お
い
た
方
が

都
合
が
い
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
、
共
有
者
が
い
て
現
に
管
理
・
使
用
し
て
い
る
場
合
な
の
で
、
そ
う
し
た
不
都

合
は
生
じ
な
い
か
ら
、
相
続
人
の
な
い
遺
産
は
国
に
属
す
る
と
か
無
主
の
動
産
は
先
占
で
き
る
と
す
る
規
定
を
適
用
す
る
の
は
、
共
有
の

精
神
に
適
わ
な
い
（
梅
謙
次
朗(180

)）
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。

マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
所
有
権
放
棄
を
承
認
し
（
可
能
と
す
べ
く
手
続
を
整
備
し
）、
そ
う
す
れ
ば
、
本
来
は
、
無
主
の
不
動
産
と
し

て
国
に
帰
属
す
る
（
民
法
二
三
九
条
二
項
）
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
変
更
し
て
、
民
法
二
五
五
条
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
こ
こ
に
応
用
し
、
国
で
は

な
く
管
理
組
合(181

)に
帰
属
す
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
国
が
取
得
す
る
よ
り
、
現
に
そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を

管
理
し
て
い
る
管
理
組
合
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
管
理
組
合
に
帰
属
せ
し
め
、
権
利
を
集
約
し
て
い
っ
た
方
が
合
理
的
で
は
な
い
か
。

所
有
権
放
棄
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
所
有
者
は
、
無
償
で
マ
ン
シ
ョ
ン
を
手
放
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
負
動
産
化
し
た
マ
ン
シ
ョ

ン
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
降
管
理
費
等
の
負
担
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
無
償
で
も
喜
ん
で
所
有
権
放
棄
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
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そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
粗
大
ゴ
ミ
を
捨
て
る
の
も
有
料
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
逆
に
放
棄
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
も
よ
い
。
マ
イ
ナ
ス

価
格
で
の
譲
渡
と
も
い
え
る
が
、
負
動
産
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
近
い
将
来
の
解
体
を
見
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
今
の
段
階
で
放
棄
料
と
し
て
解
体
費
用
を
申
し
受
け
て
お
く
こ
と
は
、
不
合
理
で
は
あ
る
ま
い
。

一
つ
の
参
考
と
な
る
数
字
と
し
て
、
定
期
借
地
権
付
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
解
体
準
備
金
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
金

額
は
一
戸
当
た
り
約
二
〇
〇
万
円
相
当
と
い
わ
れ
る(182

)。
最
後
の
後
始
末
の
た
め
の
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
金
額
の
支
払
い
が
求
め
ら
れ
て

く
る
こ
と
は
、
所
有
者
と
し
て
の
責
任
の
取
り
方
と
し
て
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
い
わ
ば
手
切
れ
金
が
、

負
担
感
が
重
く
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
金
額
で
あ
る
と
、
放
棄
さ
れ
て
こ
ず
に
、
権
利
の
集
約
が
進
ま
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
金
額
面

で
の
さ
じ
加
減
は
必
要
で
あ
ろ
う(183

)。

管
理
組
合
に
し
て
み
れ
ば
、
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
以
降
は
、
管
理
費
等
を
徴
収
で
き
な
く
な
る
が
、
負
動
産
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
、
い
つ
ま
で
き
ち
ん
と
管
理
費
等
が
納
入
さ
れ
て
く
る
か
の
不
安
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
い
ず
れ
相
続
が
開
始
し
て
、
相
続
登
記
が

さ
れ
な
か
っ
た
り
、
相
続
放
棄
さ
れ
た
り
す
る
と
、
管
理
費
等
の
債
権
は
法
的
に
は
存
在
し
て
も
事
実
上
行
使
し
に
く
く
な
る
こ
と
を
思

え
ば
、
こ
こ
で
一
気
に
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
金
額
（
解
体
費
用
の
一
部
）
を
受
け
取
る
こ
と
で
よ
し
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
相
続
放

棄
さ
れ
て
所
有
者
不
明
と
な
っ
て
し
ま
う(184

)よ
り
も
、
さ
っ
さ
と
所
有
権
放
棄
し
て
も
ら
っ
た
方
が
マ
シ
と
は
い
え
ま
い
か
。

所
有
権
放
棄
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
を
管
理
組
合
が
引
き
受
け
る
こ
と
と
す
る
と
、
固
定
資
産
税
の
負
担
が
管
理
組
合
に
発
生
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
も
、
所
有
権
放
棄
さ
れ
て
管
理
組
合
に
帰
属
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
お
い
て
固
定
資
産
税
を
免
除
す

る
こ
と
と
で
き
な
い
か
。
税
収
減
に
な
る
が
、
権
利
の
集
約
が
進
ま
ず
、
廃
屋
マ
ン
シ
ョ
ン
に
で
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
市
町
村
に
は
、

所
有
者
の
探
索
や
除
却
等
の
対
応
な
ど
、
多
大
な
手
間
と
費
用
が
発
生
し
か
ね
な
い
わ
け
で
、
そ
の
負
担
を
思
え
ば
、
こ
こ
で
税
収
減
を

甘
受
し
て
で
も
、
権
利
集
約
を
促
進
し
て
お
い
た
方
が
よ
く
な
い
か
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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さ
ら
に
は
、
相
続
が
開
始
し
て
相
続
放
棄
さ
れ
国
庫
に
帰
属
す
れ
ば
（
民
法
九
五
九
条
）、
国
有
マ
ン
シ
ョ
ン
と
な
る
わ
け
で
、
そ
の
場

合
の
国
の
負
担
（
管
理
費
等
は
国
が
払
う
し
、
国
は
、
固
定
資
産
税
に
代
え
て
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
を
負
担
す
る
こ
と
に
な

る
。）
を
考
え
れ
ば(185

)、
国
に
も
、
た
と
え
ば
所
有
権
放
棄
に
向
け
て
の
助
成
や
支
援
策
な
ど
、
一
定
の
費
用
負
担
が
求
め
ら
れ
て
し
か
る
べ

き
だ
と
思
う
。

三
方
一
両
損
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
利
害
関
係
者
（
管
理
組
合
、
市
町
村
、
国
）
は
、
こ
の
ま
ま
所
有
権
放
棄
を
認
め
な
い
ま

ま
で
い
た
ら
、
ど
う
い
う
事
態
に
な
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
ど
の
よ
う
な
負
担
が
発
生
し
か
ね
な
い
か
を
よ
く
想
像
し
て
、
所
有

権
放
棄
（
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
と
も
な
う
不
利
益
）
を
甘
受
す
べ
き
で
あ
る
。
権
利
集
約
を
促
進
す
る
一
つ
の
仕
組
み
と
し
て
も
、
マ
ン

シ
ョ
ン
所
有
権
の
放
棄
の
制
度
が
整
備
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

マ
ン
シ
ョ
ン
を
解
消
し
て
い
く
の
に
、
所
有
権
の
整
理
と
な
ら
ん
で
も
う
一
つ
大
き
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
の
は
、
建
物
の
解
体
費

用
の
工
面
で
あ
ろ
う
。
修
繕
積
立
金
が
十
分
に
積
み
上
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
ま
か
な
え
れ
ば
よ
い(186

)が
、
戸
建
て
で
は
な
く
て
マ
ン
シ
ョ

ン
で
あ
る
か
ら
造
り
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
堅
固
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
壊
し
に
は
多
額
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る(187

)。
マ

ン
シ
ョ
ン
な
の
で
、
普
通
は
都
市
圏
に
あ
っ
て
好
立
地
の
こ
と
が
多
い
の
で
、
建
物
を
取
り
壊
し
て
更
地
と
な
れ
ば
、
そ
の
敷
地
を
売
却

す
る
こ
と
で
、
か
か
っ
た
解
体
費
用
を
回
収
で
き
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う(188

)。
し
か
し
、
そ
う
は
い
か
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
地
方
圏
の
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
は
、
地
価
が
安
そ
う
だ
し(189

)、
都
市
圏
で
も
最
近
は
や
り
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
高

層
だ
け
に
解
体
費
用
が
多
額
に
な
っ
て(190

)、
敷
地
の
売
却
代
金
で
ま
か
な
え
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
。
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン

や
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
で
な
く
て
も
、
人
口
減
少
社
会
の
も
と
、
敷
地
が
も
は
や
マ
ン
シ
ョ
ン
立
地
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
都

市
圏
で
あ
っ
て
も
（
郊
外
を
中
心
に
）、
土
地
に
買
い
手
が
付
か
な
い
と
か
、
安
く
に
し
か
売
れ
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か(191

)。
権
利
が
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い
か
に
集
約
さ
れ
て
も
、
先
立
つ
も
の
が
な
け
れ
ば
建
物
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
、
建
物
解
体
の
費
用
を
ど
う

工
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
、
各
所
有
者
の
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
権
を
ど
う
整
理
し
て
い
く
か
の
問
題
と
な
ら
ん
で
、
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う(192

)。

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
解
体
費
用
の
用
意
が
調
わ
な
い
な
か
で
は
、
所
有
権
の
整
理
も
進
ん
で
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
解

体
費
用
の
用
意
が
調
っ
て
い
れ
ば
、
負
動
産
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
有
者
は
、
あ
と
は
た
だ
⽛
捨
て
れ
ば
⽜
い
い
だ
け
な
の
で
（
追
加

負
担
は
求
め
ら
れ
な
い
の
で
）、
気
軽
に
所
有
権
放
棄
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
管
理
組
合
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
権
利
の
集
約
が
進
ん
で

い
け
ば
マ
ン
シ
ョ
ン
を
取
り
壊
し
更
地
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
市
町
村
や
国
に
も
、
公
費
で
の
除
却
と
か
、
国
庫
帰
属
と
か
に
よ
る
負

担
が
生
じ
な
く
て
済
む
。）。
こ
れ
に
対
し
て
、
解
体
費
用
の
用
意
が
調
っ
て
い
な
い
状
況
の
も
と
で
は
、
負
動
産
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の

所
有
者
は
、
筆
者
の
試
論
に
よ
れ
ば
放
棄
料
の
か
か
る
（
有
償
の
）
所
有
権
放
棄
を
迫
ら
れ
る
（
捨
て
る
の
に
も
お
金
が
か
か
る
）
わ
け

で(193
)、

こ
れ
に
は
二
の
足
を
踏
み
か
ね
な
い
。
と
す
る
と
、
権
利
の
集
約
も
進
ん
で
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
区
分
所
有
建
物
は
、
所
有

権
の
整
理
が
済
ま
な
い
と
解
体
で
き
な
い
。
そ
こ
が
、
戸
建
て
な
ど
単
独
所
有
の
場
合
と
は
、
事
情
が
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
建
物
解
体
費
用
を
ど
う
確
保
し
て
い
け
る
か
が
、
区
分
所
有
建
物
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

以
上
の
こ
と
は
、
す
で
に
負
動
産
化
し
た
（
あ
る
い
は
負
動
産
化
し
つ
つ
あ
る
）
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン

に
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
は
価
値
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
時
が
経
て
ば
、
等
し
く
高
経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
る

わ
け
で
、
負
動
産
化
す
る
リ
ス
ク
は
（
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
）
ど
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
現
状
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
、
い
ず
れ
時
が
経
て
ば
解
体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
至
極
当
然
の
こ
と
を

前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
、
い
ず
れ
必
ず
や
発
生
す
る
解
体
費
用
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
建
設
さ
れ
て
い
る
実
態
に
は
問

題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

四
八

(四
八
)



参
考
に
な
る
の
は
自
動
車
で
あ
る
。
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
廃
車
の
不
法
投
棄
や
不
適
正
処
理
の
懸
念
な
ど
か
ら
、
使
用
済
自
動
車
の

再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
四
年
法
律
八
七
号
）
に
基
づ
く
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

り
所
有
者
は
新
車
購
入
時
に
一
定
額
の
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
は
廃
車
に
な
っ
て
リ

サ
イ
ク
ル
が
実
施
さ
れ
る
時
ま
で
、
資
金
管
理
法
人
に
お
い
て
管
理
さ
れ
る
。

い
ず
れ
こ
の
世
の
中
か
ら
消
し
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
ク
ル
マ
も
マ
ン
シ
ョ
ン
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
な
る

ま
で
の
期
間
の
長
さ
は
違
う
し
、
預
か
る
廃
棄
費
用
の
額
も
桁
違
い
に
な
る
で
あ
ろ
う
の
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
制
度

設
計
し
て
い
く
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る(194

)が
、
少
な
く
と
も
、
今
の
（
最
後
の
こ
と
を
考
え
な
い
）
作
り
っ
ぱ
な
し
、
建
て
っ
ぱ
な
し
と

い
う
あ
り
方
は
早
急
に
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
解
体
費
用
を
あ
ら
か
じ
め
預
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
然
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

販
売
価
格
に
跳
ね
返
る
の
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
は
反
発
す
る
だ
ろ
う
が
、
も
し
、
建
て
て
売
っ
た
あ
と
の
こ
と
は
知
ら
ん
、

あ
と
の
こ
と
は
、
買
っ
た
所
有
者
の
責
任
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
区
分
所
有
建
物
と
い
う
、
所
有
権
の
整
理
が
必
ず
や
い
つ
か
は
必
要

に
な
っ
て
く
る
（
け
れ
ど
も
そ
れ
が
構
造
的
に
困
難
な
、
そ
の
意
味
で
は
厄
介
な
）
存
在
を
、
こ
の
世
の
中
に
物
理
的
に
作
り
出
し
た
者

と
し
て
無
責
任
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
あ
り
方
を
続
け
て
い
く
と
、
負
動
産
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
を
、
結
局
は
、
公
費
で
、
税
金
で
後
始
末

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い(195

)。
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
を
早
急
に
ど
こ
か
の
段
階
で
決
断
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。

⽛
負
動
産
⽜
マ
ン
シ
ョ
ン
を
、
所
有
者
が
相
続
の
機
会
を
捉
え
て
、
相
続
放
棄
に
よ
り
国
庫
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
状
で
も
可
能
で
あ

る
。
国
が
そ
う
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
最
終
的
引
き
取
り
手
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
、
じ
わ
じ
わ
と
普
遍
化
し
て
い
く
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
し
た
立
場
に
あ
る
国
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
売
れ
な
い
、
タ
ダ
で
も
引
き
取
り
手
の
現
れ
な
い
、
解
体
し
よ
う
に
も
費
用
の

工
面
が
つ
か
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
を
最
後
、
ど
う
す
る
か
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
い
わ
ば
出
口
問
題
に
取
り
組
む
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
よ
う
に

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

四
九

(四
九
)



思
う
。

（
注
）

(⚑
)
こ
こ
で
マ
ン
シ
ョ
ン
と
は
、
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
区
分
所
有
さ
れ
る
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
と
は
用
途
が
住

居
専
用
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
く
と
も
少
な
く
と
も
一
つ
の
専
有
部
分
が
居
住
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
複
合
用
途
型
）
を
い
う
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の

管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
二
年
法
律
一
四
九
号
）
二
条
一
号
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

一
四
年
法
律
七
八
号
）（
以
下
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
円
滑
化
法
と
表
記
す
る
。）
二
条
一
項
一
号
を
参
照
。）
か
ら
、
す
べ
て
の
専
有
部
分
が
店
舗
、

事
務
所
な
ど
居
住
以
外
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
非
住
居
専
用
型
）
は
、
厳
密
に
い
え
ば
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
区
分
所
有
建
物
（
建

物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
七
年
法
律
六
九
号
）（
以
下
、
区
分
所
有
法
と
表
記
す
る
。）
一
条
を
参
照
。）
と
し
て
問
題
状
況
は
変
わ

ら
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
、
正
確
な
言
葉
づ
か
い
で
は
な
い
が
、
区
分
所
有
建
物
の
意
味
で
マ
ン
シ
ョ
ン
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
マ

ン
シ
ョ
ン
と
い
う
語
は
、
そ
の
建
物
全
体
を
指
す
意
味
で
も
、
建
物
内
の
区
分
所
有
さ
れ
る
一
住
戸
を
指
す
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、⽛
マ
ン
シ
ョ

ン
の
建
物
全
体
⽜、⽛
マ
ン
シ
ョ
ン
内
の
住
戸
⽜
な
ど
と
、
言
葉
を
使
い
分
け
て
表
記
す
る
の
も
煩
瑣
な
の
で
、
文
脈
で
ご
理
解
い
た
だ
け
る
こ
と
を

期
待
し
て
、
本
稿
で
は
、
二
義
的
で
は
あ
る
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
語
を
両
方
の
意
味
で
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

(⚒
)
い
う
ま
で
も
な
く
、
刑
罰
を
受
け
た
り
行
政
上
の
規
制
に
服
し
た
り
し
な
い
か
ど
う
か
、
で
は
な
く
、
放
棄
が
所
有
権
を
消
滅
せ
し
め
る
か
ど
う

か（
そ
れ
と
も
、放
棄
に
は
制
約
が
あ
っ
て
所
有
権
消
滅
の
効
果
は
生
じ
な
い
の
か
）、と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、所
有
権
放
棄
と
い
っ

て
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
（
建
物
）
全
体
の
で
は
な
く
、
自
分
の
住
戸
部
分
の
所
有
権
（
区
分
所
有
権
）
を
放
棄
す
る
意
味
で
あ
る
。

(⚓
)
捨
て
方
の
ル
ー
ル
に
抵
触
す
る
捨
て
方
で
あ
っ
た
と
き
に
、
─
ル
ー
ル
違
反
に
よ
り
刑
罰
を
課
せ
ら
れ
る
な
ど
、
一
定
の
責
任
が
生
じ
得
る
（
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
五
年
法
律
一
三
七
号
）
は
、
一
六
条
に
お
い
て
⽛
何
人
も
、
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
て
は
な
ら

な
い
。⽜
と
規
定
し
、
二
五
条
一
項
一
四
号
に
お
い
て
、
違
反
者
は
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す

る
と
規
定
す
る
。
ま
た
、
一
九
条
の
四
は
、
原
状
回
復
等
を
内
容
と
す
る
措
置
命
令
を
規
定
す
る
。）
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
─
捨
て
た
こ
と
の
民
事

上
の
法
律
効
果
（
所
有
権
放
棄
に
よ
る
所
有
権
消
滅
）
ま
で
否
定
さ
れ
る
の
か
は
、
一
個
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
⽛
土
地

所
有
権
の
放
棄
─
所
有
者
不
明
化
の
抑
止
に
向
け
て
─
⽜
土
地
総
合
研
究
二
五
巻
二
号
（
平
成
二
九
年
）
一
一
九
～
一
二
一
頁
を
参
照
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

五
〇

(五
〇
)



(⚔
)
所
有
権
の
放
棄
は
、
相
手
方
の
な
い
単
独
行
為
で
あ
り
、
占
有
の
放
棄
な
い
し
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
放
棄
の
意
思
が
一
般
外
部
に
表
示
さ
れ
れ

ば
よ
い
と
さ
れ
る
（
さ
し
あ
た
り
、
舟
橋
諄
一
・
徳
本
鎭
編
⽝
新
版
注
釈
民
法
⑹

物
権
⑴

補
訂
版
⽞（
平
成
二
一
年
、
有
斐
閣
）
七
八
三
頁
（
一

七
九
条
の
注
釈
、
徳
本
鎭
執
筆
））。
も
っ
と
も
、
所
有
権
放
棄
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
⽛
所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
─
不
動
産
所
有
権
放
棄
の
可
否
を
め
ぐ
る
議
論
の
前
提
と
し
て
⽜
札

幌
学
院
法
学
三
二
巻
二
号
（
平
成
二
八
年
）
一
～
三
五
頁
を
参
照
。

(⚕
)
つ
る
け
ん
た
ろ
う
⽝
⚐
円
で
空
き
家
を
も
ら
っ
て
東
京
脱
出
！
⽞（
平
成
二
六
年
、
朝
日
新
聞
出
版
）
を
参
照
。

(⚖
)
物
権
は
物
に
対
す
る
支
配
権
な
の
で
、
物
が
滅
失
す
れ
ば
、
物
権
も
当
然
に
消
滅
す
る
（
前
掲
（
注
⑷
）⽝
新
版
注
釈
民
法
⑹

補
訂
版
⽞
七
八
二

頁
（
一
七
九
条
の
注
釈
、
徳
本
執
筆
））。

(⚗
)
建
物
解
体
に
よ
り
生
じ
た
廃
材
等
（
建
物
の
有
形
的
変
形
物
）
に
対
す
る
所
有
権
は
、
残
る
（
前
掲
（
注
⑷
）⽝
新
版
注
釈
民
法
⑹

補
訂
版
⽞
七

八
二
頁
（
一
七
九
条
の
注
釈
、
徳
本
執
筆
））
が
、
動
産
に
対
す
る
所
有
権
で
あ
る
か
ら
、
物
を
廃
棄
す
る
こ
と
で
所
有
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
解
体
や
廃
材
廃
棄
に
は
費
用
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
が
、普
通
に
動
産
を
捨
て
る
と
き
で
も
一
定
の
費
用
が
発
生
し
得
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

当
然
の
負
担
と
い
え
よ
う
。

(⚘
)
も
っ
と
も
、
不
動
産
売
却
は
、
通
常
、
仲
介
業
者
を
通
じ
て
買
主
を
探
す
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、
仲
介
業
者
も
手
数
料
商
売
な
の
で
、
売
買
価
格

が
安
い
と
営
業
活
動
に
身
が
入
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
売
れ
た
価
格
が
一
〇
〇
万
円
だ
と
、
仲
介
手
数
料
は
五
％
の
五
万
円
、
売
主
・

買
主
の
双
方
か
ら
手
数
料
を
取
る
い
わ
ゆ
る
両
手
の
場
合
で
も
倍
の
一
〇
万
円
に
し
か
な
ら
な
い
。
営
業
経
費
を
考
え
る
と
、
こ
れ
で
は
採
算
が
合

わ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
は
、
平
成
三
〇
年
一
月
一
日
か
ら
、
四
〇
〇
万
円
以
下
の
空
き
家
な
ど
の
不
動
産
取
引

に
つ
き
仲
介
手
数
料
の
上
限
規
制
を
緩
和
し
た
（
http://w
w
w
.m
lit.go.jp/com
m
on/001213670.pdf）。

(⚙
)
椎
葉
基
史
⽝
身
内
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
⽛
相
続
放
棄
⽜
が
分
か
る
本
⽞（
平
成
三
〇
年
、
ポ
プ
ラ
社
）
一
一
七
～
一
二
三
頁
を
参
照
。

(10
)
荻
原
博
子
⽝
荻
原
博
子
の
金
持
ち
老
後

貧
乏
老
後
⽞（
平
成
二
四
年
、
毎
日
新
聞
社
）
一
七
五
頁
を
参
照
。

(11
)
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
、
近
江
隆
⽛
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
と
建
物
の
終
末
⽜
丸
山
英
気
・
折
田
泰
宏
編
⽝
こ
れ
か
ら
の
マ
ン

シ
ョ
ン
と
法
⽞（
平
成
二
〇
年
、
日
本
評
論
社
）
六
三
九
～
六
五
九
頁
。

(12
)
こ
う
し
た
事
情
を
述
べ
る
も
の
は
近
年
、
少
な
く
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
牧
野
知
弘
⽝
⚒
⚐
⚒
⚐
年
マ
ン
シ
ョ
ン
大
崩
壊
（
文
春
新
書
⚑
⚐
⚓

⚙
）⽞（
平
成
二
七
年
、
文
藝
春
秋
）
八
九
～
九
七
頁
を
参
照
。

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

五
一

(五
一
)



(13
)
た
だ
し
、
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
四
三
号
）（
以
下
、
被
災
マ
ン
シ
ョ
ン
再
建
特
措
法
と
表
記
す

る
。）
一
〇
、
一
一
条
は
、
政
令
の
定
め
る
災
害
に
よ
る
大
規
模
一
部
滅
失
（
区
分
所
有
法
六
一
条
五
項
）
の
場
合
に
、
特
別
多
数
決
に
よ
る
建
物
取

壊
し
を
可
能
と
し
て
い
る
。

(14
)
も
っ
と
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
し
て
い
る
だ
け
で
、
管
理
費
、
修
繕
積
立
金
な
ど
の
あ
る
程
度
大
き
な
金
額
の
費
用
負
担
が
発
生
す
る
の
で
、

そ
の
所
有
者
は
自
分
に
と
っ
て
所
有
す
る
利
益
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
早
く
に
手
放
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
土
地
な
ら
ば
そ
の
所

有
コ
ス
ト
は
基
本
、
固
定
資
産
税
だ
け
だ
し
、
戸
建
て
の
建
物
も
管
理
し
な
い
で
放
置
す
る
こ
と
が
事
実
上
可
能
な
の
で
、
所
有
コ
ス
ト
は
比
較
的

些
少
で
済
む
が
ゆ
え
に
、
と
り
あ
え
ず
様
子
見
で
所
有
者
が
手
放
さ
ず
に
抱
え
込
む
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
そ
の
点
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
管
理
費
等

を
強
制
的
に
徴
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
費
用
負
担
ほ
ぼ
な
し
に
そ
の
ま
ま
放
置
、
と
は
い
き
に
く
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
負
の
資

産
と
化
し
て
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
リ
ス
ク
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
（
土
地
な
ど
と
違
っ
て
、
早
期
に
手
放
そ
う
と
す
る

か
ら
。）。
と
は
い
え
、
手
放
せ
た
場
合
、
と
い
う
の
は
、
そ
の
先
に
譲
受
人
が
い
る
わ
け
で
、
安
く
買
っ
た
は
い
い
が
、
売
り
損
ね
た
（
逃
げ
遅
れ

た
）
新
所
有
者
が
、
バ
バ
抜
き
の
バ
バ
を
抱
え
続
け
る
（
次
に
バ
バ
を
引
い
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
。
安
く
す
れ
ば
売
れ
る
と
思
っ
た
の
に
…
。）
と

い
う
構
図
と
も
い
え
よ
う
か
。

(15
)
川
島
武
宜
・
川
井
健
編
⽝
新
版
注
釈
民
法
⑺

物
権
⑵
⽞（
平
成
一
九
年
、
有
斐
閣
）
三
七
九
頁
（
二
三
九
条
の
注
釈
、
五
十
嵐
清
・
瀬
川
信
久
執

筆
）。

(16
)
な
お
、
一
つ
の
物
を
一
人
が
所
有
す
る
単
独
所
有
で
は
な
く
、
共
有
物
に
対
す
る
持
分
権
で
あ
れ
ば
、
放
棄
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
条
文
上
、
前

提
と
さ
れ
て
い
て
、
民
法
二
五
五
条
は
、
共
有
者
の
一
人
が
そ
の
持
分
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
そ
の
持
分
は
、
他
の
共
有
者
に
帰
属
す
る
と
す
る
。

ま
た
、
地
役
権
の
承
役
地
の
所
有
者
に
土
地
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
る
民
法
二
八
七
条
も
あ
る
（
承
役
地
所
有
者
に
負
担
を
免
れ
る
途
を
開
く
趣
旨

で
あ
る
。）
が
、
そ
こ
で
は
、
放
棄
と
い
っ
て
も
、
承
役
地
の
所
有
権
を
地
役
権
者
に
無
償
で
移
転
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な

る
放
棄
で
は
な
い
（
相
対
的
放
棄
と
呼
ば
れ
、
物
を
無
主
と
す
る
絶
対
的
放
棄
と
は
区
別
さ
れ
る
。）。

(17
)
拙
著
⽛
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
⽜
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
（
平
成
二
五
年
）
一
～
二
八
頁
。

(18
)
先
行
研
究
で
あ
る
藤
巻
梓⽛
不
動
産
所
有
権
と
そ
の
共
有
持
分
の
放
棄
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
〇
〇
七
年
の
二
つ
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
決
定
を
題
材
に
し
て
⽜

静
岡
大
学
法
政
研
究
一
六
巻
一
～
四
号
（
平
成
二
四
年
）
七
三
頁
も
、
こ
の
こ
と
を
い
う
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
は
同
時
に
、
不
動
産
に
は
多
く
の

公
法
上
の
負
担
が
設
定
さ
れ
、
ま
た
、
放
棄
が
公
租
公
課
の
負
担
や
無
価
値
と
な
っ
た
土
地
工
作
物
に
つ
い
て
の
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
さ
れ
る
可

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

五
二

(五
二
)



能
性
を
考
え
る
と
、
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
の
諾
否
は
な
お
問
題
で
あ
り
、
今
後
、
要
件
や
手
続
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
な
ど
と
さ
れ
て
い
て
、
不

動
産
所
有
権
放
棄
に
対
す
る
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
す
で
に
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
か
っ
た
。

こ
の
先
行
研
究
と
相
前
後
し
て
、
こ
の
問
題
を
本
格
的
に
論
じ
る
論
考
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
も
、
─
(一
般
論
は

別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
）
要
ら
な
い
の
で
（
売
る
と
か
で
は
な
く
て
）
た
だ
捨
て
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
⽛
負
⽜
の
不
動
産

に
限
っ
て
い
え
ば
─
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
論
調
が
、
学
説
に
お
い
て
、
近
年
、
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

な
お
、
裁
判
例
で
も
、
若
干
特
殊
な
事
案
に
つ
い
て
の
下
級
審
判
決
で
は
あ
る
が
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
無
効
と
解
し
た
例
が
あ
る
（
広
島
高
裁
松

江
支
部
平
成
二
八
年
一
二
月
二
一
日
判
決
（
平
成
二
八
年
（
ネ
）
五
一
号
））。

す
な
わ
ち
、
鎌
野
邦
樹
⽛
縮
小
都
市
に
お
け
る
⽝
住
居
所
有
権
⽞
の
在
り
方
⽜
住
総
研
研
究
論
文
集
三
八
号
（
平
成
二
四
年
）
三
七
頁
、
四
七
頁

注
一
（
所
有
者
は
、
所
有
物
に
つ
い
て
そ
れ
が
消
滅
す
る
ま
で
の
責
任
を
負
う
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
（
市
町
村
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
等
、
消

滅
の
責
任
を
第
三
者
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
別
。）、
債
権
な
ど
権
利
一
般
は
放
棄
で
き
て
も
、
所
有
権
の
放
棄
は
基
本
的
に
認
め
ら
れ
ず
、

土
地
・
建
物
等
の
不
動
産
に
つ
い
て
も
放
置
の
自
由
は
あ
る
が
、
放
棄
の
自
由
は
な
い
、
所
有
権
を
放
棄
し
て
物
を
第
三
者
が
無
主
物
先
占
す
る
と

み
ら
れ
る
場
合
も
、
不
特
定
多
数
の
第
三
者
に
対
す
る
無
償
譲
渡
（⽛
ご
自
由
に
お
持
ち
下
さ
い
⽜）
で
あ
る
、
民
法
二
三
九
条
か
ら
遺
棄
（
所
有
権

放
棄
）
の
自
由
が
容
認
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。）、
平
野
裕
之
⽝
物
権
法
（
新
・
論
点
講
義
シ
リ
ー
ズ
10
）⽞（
平
成
二
四
年
、

弘
文
堂
）
二
〇
一
頁
（
他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
形
で
の
所
有
権
放
棄
は
で
き
な
い
と
し
て
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
不
動
産
に
つ
い
て
単
独
の
意
思
表

示
で
所
有
権
を
放
棄
し
て
国
庫
に
帰
属
さ
せ
、
土
地
工
作
物
責
任
か
ら
免
れ
て
国
に
営
造
物
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
不
都
合
で
あ
る

と
す
る
。）、
沖
野
眞
已
⽛
所
有
権
放
棄
の
限
界
─
⽛
財
団
放
棄
⽜
を
め
ぐ
る
議
論
の
整
理
の
た
め
に
（
基
調
講
演
）（
特
集

破
産
手
続
に
お
け
る
放

棄
に
関
わ
る
諸
問
題
（
全
国
倒
産
処
理
弁
護
士
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
第
14
回
全
国
大
会
〔
福
岡
〕））⽜
事
業
再
生
と
債
権
管
理
一
五
一
号
（
平
成
二
八
年
）

五
～
一
〇
頁
（
そ
も
そ
も
不
動
産
所
有
権
放
棄
の
場
合
に
民
法
二
三
九
条
二
項
が
妥
当
す
る
の
か
、
民
法
は
不
動
産
の
所
有
権
放
棄
を
想
定
せ
ず
、

民
法
上
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
問
う
。）、
山
野
目
章
夫
⽛
表
示
に
関
す
る
登
記
の
課
題
と
展
望
⽜
登
記
研
究
八
二
一

号
（
平
成
二
八
年
）
五
二
頁
（
こ
れ
ま
で
甘
い
汁
を
吸
っ
て
お
き
な
が
ら
、
負
担
が
重
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
放
棄
し
て
国
に
引
き
取
っ
て
も
ら

お
う
と
い
う
の
は
都
合
が
良
過
ぎ
る
と
い
う
批
判
や
国
民
世
論
に
応
え
な
が
ら
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
可
否
を
考
え
る
べ
き
で
、
簡
単
に
こ
れ
を
認

め
て
い
い
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。）、
同
⽛
所
有
者
が
不
在
の
土
地
？
（
Ｓ
Ｗ
Ａ
Ｔ
畑
中
悦
子
の
事
件
簿

第
16
話
）⽜
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
九
一
号
（
平
成

二
九
年
）
六
三
頁
（
要
ら
な
い
土
地
が
問
答
無
用
で
国
（
ひ
い
て
は
公
共
）
に
押
し
付
け
ら
れ
る
の
は
正
当
化
し
難
く
、
土
地
所
有
権
放
棄
は
、
国

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

五
三

(五
三
)



と
の
協
議
が
調
う
場
合
に
か
ぎ
り
許
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
あ
り
得
る
と
す
る
。）、
吉
田
克
己
⽛
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
可
能
か
（
特
集

所
有

者
不
明
地
等
の
課
題
と
対
応
）⽜
土
地
総
合
研
究
二
五
巻
二
号
（
平
成
二
九
年
）
一
〇
八
頁
・
同
⽛
不
動
産
所
有
権
放
棄
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
出
現
⽜

市
民
と
法
一
〇
八
号
（
平
成
二
九
年
）
七
頁
（
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
、
通
常
、
国
の
利
益
を
害
す
る
の
で
、
認
め
ら
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
と

す
る
。）、
堀
田
親
臣
⽛
土
地
所
有
権
の
現
代
的
意
義
─
所
有
権
放
棄
と
い
う
視
点
か
ら
の
一
考
察
─
⽜
広
島
法
学
四
一
巻
三
号
（
平
成
三
〇
年
）
二

二
一
～
二
二
〇
頁
（
一
般
論
と
し
て
土
地
所
有
権
の
放
棄
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
地
方
に
あ
る
山
林
の
よ
う
に
、
財
産
的
価
値
が
乏
し
く
、
管
理

等
に
手
間
・
暇
・
費
用
の
か
か
る
土
地
は
、
放
棄
を
認
め
る
と
国
庫
に
帰
属
す
る
と
い
う
現
状
で
は
、
そ
う
簡
単
に
放
棄
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と

は
考
え
に
く
い
、広
島
高
裁
松
江
支
部
平
成
二
八
年
一
二
月
二
一
日
判
決
の
よ
う
に
、当
該
案
件
に
お
い
て
土
地
所
有
権
放
棄
が
権
利
濫
用
等
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
る
と
す
る
の
は
、
法
的
紛
争
の
結
論
の
点
で
妥
当
と
す
る
。）、⽛
登
記
制
度
・
土
地
所
有
権
の
在
り
方
等
に
関
す
る
研
究
会
⽜（
http:

//w
w
w
.kinzai.or.jp/specialty/registration.htm
l）
第
⚔
回
会
議

議
事
要
旨
（
平
成
三
〇
年
）
一
～
二
頁
（
①
民
法
二
三
九
条
二
項
は
、
所
有

権
放
棄
を
可
能
と
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
②
所
有
権
は
権
利
と
義
務
の
総
体
な
の
で
、
所
有
者
の
意
思
で
一
方
的
に
放
棄
し
て
義
務
を
免

れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
解
し
難
い
こ
と
、
③
土
地
所
有
権
の
一
方
的
な
放
棄
を
可
と
す
る
と
、
土
地
の
管
理
費
用
等
の
負
担
を
国
に
付
け
替
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
不
合
理
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
行
法
上
、
所
有
者
の
単
独
の
意
思
表
示
に
よ
る
土
地
所
有
権
放
棄
は
で
き
ず
、
ま
た
、
土
地

所
有
権
の
放
棄
を
一
般
的
に
認
め
た
上
で
当
該
事
案
で
は
放
棄
が
権
利
濫
用
に
当
た
る
と
し
た
下
級
審
裁
判
例
が
あ
る
が
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
が

権
利
濫
用
に
な
ら
な
い
場
面
は
考
え
難
い
と
す
る
。）
な
ど
。

(19
)
拙
著
⽛
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
⽜
札
幌
学
院
法
学
三
〇
巻
二
号
（
平
成
二
六
年
）
一
～
四
八
頁
。

(20
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
と
異
な
り
、
土
地
の
み
が
不
動
産
と
さ
れ
、
建
物
や
樹
木
な
ど
土
地
に
付
着
す
る
も
の
は
土
地
の
本
質
的
構
成

部
分
と
さ
れ
る
（
九
四
条
一
項
）。

(21
)
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
複
数
の
者
が
先
占
を
相
争
う
事
態
も
起
こ
り
得
て
、
実
際
に
そ
う
し
た
紛
争
が
起
き
て
い
る
。

(22
)
こ
う
し
た
法
状
況
は
、
わ
が
民
法
で
の
よ
う
な
、
無
主
の
不
動
産
は
当
然
に
国
の
所
有
に
帰
す
る
と
す
る
法
制
（
当
然
取
得
構
成
）
の
も
と
で
は

出
て
こ
な
い
。
無
主
の
土
地
を
我
が
物
と
す
る
か
ど
う
か
を
国
の
意
思
に
委
ね
る
法
制
（
先
占
構
成
）
な
ら
で
は
で
あ
る
。

(23
)
先
行
研
究
と
し
て
、
す
で
に
藤
巻
・
前
掲
（
注
⒅
）
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
六
巻
一
～
四
号
九
八
～
七
二
頁
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

(24
)
筆
者
は
、
こ
の
間
、
行
き
が
か
り
上
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
可
否
を
扱
う
論
考
を
い
く
つ
か
公
に
し
て
き
た
が
、
筆
者
の
本
来
の
専
門
（
と
い
う

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

五
四

(五
四
)



の
も
お
こ
が
ま
し
い
が
）
は
損
害
賠
償
法
で
あ
っ
て
、
不
動
産
法
や
土
地
法
、
ま
し
て
や
マ
ン
シ
ョ
ン
法
は
ま
っ
た
く
の
門
外
漢
で
あ
る
。
す
で
に

優
れ
た
先
行
研
究
が
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
執
筆
は
大
い
に
は
ば
か
ら
れ
た
が
、
土
地
以
上
に
、⽛
ゴ
ミ
化
⽜
し
た
と
き
の
社
会
的
影
響
が
看
過
で

き
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
考
察
を
試
み
る
意
義
を
感
じ
、
本
稿
を
公
に
す
る
次
第
で
あ
る
。
筆
者
の
な
か
で
は
執
筆
の
構
想
自
体
は
早
く

に
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
遅
筆
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
分
野
は
門
外
漢
で
も
あ
る
の
で
、
本
稿
執
筆
に
は
大
い
に
年
月
を
要
し
た
。
費
や
し
た

年
月
の
割
り
に
は
二
番
煎
じ
の
域
を
ま
っ
た
く
出
な
い
し
、
な
に
よ
り
思
わ
ぬ
誤
解
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
感
に
苛
ま
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
意
を
決
し
て
本
稿
を
公
に
す
る
。

(25
)
さ
し
あ
た
り
、
鎌
野
邦
樹
⽝
マ
ン
シ
ョ
ン
法
案
内
⽞（
平
成
二
二
年
、
勁
草
書
房
）
三
一
頁
、
水
本
浩
・
遠
藤
浩
・
丸
山
英
気
編
⽝
マ
ン
シ
ョ
ン
法

第
三
版
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
191

基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）⽞（
平
成
一
八
年
、
日
本
評
論
社
）
八
頁
（
区
分
所
有
法
一
条
の
注
釈
、
内
田
勝
一

執
筆
）。
な
お
、
区
分
所
有
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
は
、
専
有
部
分
だ
け
は
単
独
所
有
と
し
て
、
共
有
を
で
き
る
だ
け
排
除
す
る
⽛
二
元
的
構
成
⽜
と
、

建
物
全
体
を
共
有
と
し
て
、
共
有
を
で
き
る
だ
け
維
持
す
る
⽛
一
元
的
構
成
⽜
と
が
あ
り
、
前
者
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
さ
し
あ
た

り
、
玉
田
弘
毅
⽛
区
分
所
有
権
の
法
的
構
成
⽜
加
藤
一
郎
・
米
倉
明
編
⽝
民
法
の
争
点
Ⅰ
（
総
則
・
物
権
・
親
族
・
相
続
）（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

法

律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
⚓
─
Ⅰ
）⽞（
昭
和
六
〇
年
、
有
斐
閣
）
一
四
六
～
一
四
七
頁
、
稻
本
洋
之
助
・
鎌
野
邦
樹
⽝
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

マ
ン
シ
ョ

ン
区
分
所
有
法

第
三
版
⽞（
平
成
一
六
年
、
日
本
評
論
社
）
四
頁
（
区
分
所
有
法
一
条
の
注
釈
））。

(26
)
⒜
専
有
部
分
と
⒞
敷
地
利
用
権
の
放
棄
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
濱
崎
恭
生
⽛
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
（
四
）⽜
法
曹

時
報
三
七
巻
五
号
（
昭
和
六
〇
年
）
一
一
六
頁
（
同
⽝
建
物
区
分
所
有
法
の
改
正
⽞（
平
成
元
年
、
法
曹
会
）
二
一
三
頁
所
収
）（
区
分
所
有
法
二
四

条
の
注
釈
）、
青
山
正
明
編
⽝
区
分
所
有
法
（
注
解
不
動
産
法

第
五
巻
）⽞（
平
成
九
年
、
青
林
書
院
）
一
一
二
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、

大
内
俊
身
執
筆
）、
前
掲
（
注
⚪
）⽝
マ
ン
シ
ョ
ン
法

第
三
版
（
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）⽞
四
八
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、
藤
井
俊
二

執
筆
）、
前
掲
（
注
⒂
）⽝
新
版
注
釈
民
法
⑺
⽞
六
八
〇
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、
青
山
正
明
執
筆
）、
稻
本
・
鎌
野
・
前
掲
（
注
⚪
）⽝
コ

ン
メ
ン
タ
ー
ル

マ
ン
シ
ョ
ン
区
分
所
有
法

第
三
版
⽞
一
四
三
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
）。

(27
)
な
お
、
⒝
共
用
部
分
の
共
有
持
分
権
に
つ
い
て
、
共
用
部
分
は
区
分
所
有
建
物
の
存
立
に
不
可
欠
な
部
分
な
の
で
、
そ
の
持
分
を
放
棄
し
て
管
理

上
の
負
担
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
放
棄
で
き
な
い
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
前
掲
（
注
⚪
）⽝
マ
ン
シ
ョ
ン
法

第

三
版
（
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）⽞
三
一
頁
（
区
分
所
有
法
一
二
条
の
注
釈
、
大
野
秀
夫
執
筆
）、
稻
本
・
鎌
野
・
前
掲
（
注
⚪
）⽝
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル

マ
ン
シ
ョ
ン
区
分
所
有
法

第
三
版
⽞
八
四
頁
（
区
分
所
有
法
一
二
条
の
注
釈
）
な
ど
）
が
、
こ
れ
は
、
⒜
専
有
部
分
を
保
持
し
な
が
ら
、
⒝

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

五
五

(五
五
)



共
用
部
分
の
共
有
持
分
だ
け
を
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
（
⒜
専
有
部
分
も
ろ
と
も
放
棄
す
る
こ
と
の
禁
止
ま
で
当
然

に
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。）。

(28
)
⒜
専
有
部
分
が
放
棄
さ
れ
る
と
、
共
用
部
分
の
持
分
は
専
有
部
分
の
処
分
に
従
う
（
区
分
所
有
法
一
五
条
一
項
）
の
で
、
⒝
共
用
部
分
の
共
有
持

分
も
併
せ
て
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
⒞
敷
地
利
用
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
種
の
規
定
を
欠
く
の
で
、
⒜
専
有
部
分
が
放
棄
さ

れ
た
と
き
に
⒞
敷
地
利
用
権
も
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
昭
和
五
八
年
の
区
分
所
有
法
改
正
に
か
か
わ
っ
た
立
法
担

当
者
に
よ
る
と
、
主
物
従
物
（
民
法
八
七
条
）
の
解
釈
ま
た
は
放
棄
者
の
意
思
解
釈
に
よ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
（
濱
崎
恭
生
⽛
建
物
の
区
分
所

有
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
（
二
）⽜
法
曹
時
報
三
七
巻
三
号
（
昭
和
六
〇
年
）
九
一
～
九
二
頁
（
同
・
前
掲
（
注
⚫
）⽝
建
物
区
分
所
有

法
の
改
正
⽞
六
八
頁
所
収
）、
同
・
前
掲
（
注
⚫
）
法
曹
時
報
三
七
巻
五
号
七
七
頁
（
同
・
前
掲
（
注
⚫
）⽝
建
物
区
分
所
有
法
の
改
正
⽞
一
七
四
頁

所
収
）（
区
分
所
有
法
二
二
条
の
注
釈
））。
同
改
正
に
お
い
て
、
法
制
審
議
会
か
ら
答
申
さ
れ
た
要
綱
で
は
、
⒝
共
用
部
分
の
共
有
持
分
に
お
け
る
に

な
ら
っ
て
、
⒞
敷
地
利
用
権
は
⒜
専
有
部
分
の
処
分
に
従
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
土
地
と
建
物
と
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
不
動
産
と
す
る
わ
が
国

の
法
制
上
、
⒜
専
有
部
分
と
⒞
敷
地
利
用
権
（
特
に
そ
れ
が
所
有
権
で
あ
る
場
合
）
と
の
間
に
、
一
般
的
に
主
従
の
関
係
が
い
え
る
か
は
問
題
で
あ

る
な
ど
と
し
て
、
立
案
段
階
で
、
こ
う
し
た
趣
旨
の
規
定
を
置
く
こ
と
は
見
送
ら
れ
た
（
濱
崎
・
前
掲
法
曹
時
報
三
七
巻
三
号
九
一
～
九
二
頁
（
同
・

前
掲
（
注
⚫
）⽝
建
物
区
分
所
有
法
の
改
正
⽞
六
八
頁
所
収
））。

な
お
、
⒞
敷
地
利
用
権
が
賃
借
権
で
あ
る
と
き
は
、
⒞
敷
地
利
用
権
は
、
⒜
専
有
部
分
の
従
た
る
権
利
と
し
て
民
法
八
七
条
二
項
に
よ
り
⒜
専
有

部
分
の
処
分
に
従
う
と
解
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
（
注
⚪
）⽝
マ
ン
シ
ョ
ン
法

第
三
版
（
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）⽞
四
四
頁
（
区
分
所
有
法
二
二

条
の
注
釈
、
藤
井
俊
二
執
筆
）、
稻
本
・
鎌
野
・
前
掲
（
注
⚪
）⽝
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

マ
ン
シ
ョ
ン
区
分
所
有
法

第
三
版
⽞
一
三
四
頁
（
区
分
所

有
法
二
二
条
の
注
釈
））。

(29
)
さ
し
あ
た
り
、
高
柳
輝
雄
⽛
建
物
区
分
所
有
法
の
主
要
改
正
点
⽜
旬
刊
金
融
法
務
事
情
一
〇
二
七
号
（
昭
和
五
八
年
）
一
二
頁
、
前
掲
（
注
⚫
）

⽝
マ
ン
シ
ョ
ン
法

第
三
版
（
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）⽞
四
八
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、
藤
井
執
筆
）、
石
田
穣
⽝
民
法
大
系
⑵

物
権

法
⽞（
平
成
二
〇
年
、
信
山
社
）
四
一
五
～
四
一
六
頁
、
稻
本
・
鎌
野
・
前
掲
（
注
⚪
）⽝
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

マ
ン
シ
ョ
ン
区
分
所
有
法

第
三
版
⽞

一
四
四
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
）。

(30
)
水
本
浩
・
遠
藤
浩
編
⽝
住
宅
関
係
法
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
65

基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）⽞（
昭
和
五
九
年
、
日
本
評
論
社
）
二
九
四
頁
（
区

分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、
石
田
喜
久
夫
執
筆
）。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

五
六

(五
六
)



(31
)
濱
崎
・
前
掲
（
注
⚫
）
法
曹
時
報
三
七
巻
五
号
一
一
六
頁
（
同
・
前
掲
（
注
⚫
）⽝
建
物
区
分
所
有
法
の
改
正
⽞
二
一
三
頁
所
収
）（
区
分
所
有
法

二
四
条
の
注
釈
）。

(32
)
濱
崎
・
前
掲
（
注
⚫
）
法
曹
時
報
三
七
巻
五
号
一
一
七
頁
注
一
（
同
・
前
掲
（
注
⚫
）⽝
建
物
区
分
所
有
法
の
改
正
⽞
二
一
四
頁
注
一
所
収
）（
区

分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
）。

(33
)
前
掲
（
注
⚫
）⽝
新
版
注
釈
民
法
⑺
⽞
六
八
〇
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、
青
山
執
筆
）

(34
)
青
山
編
・
前
掲
（
注
⚫
）⽝
区
分
所
有
法
⽞
一
一
二
～
一
一
三
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、
大
内
執
筆
）。

(35
)
さ
ら
に
、
鎌
野
・
前
掲
（
注
⒅
）
住
総
研
研
究
論
文
集
三
八
号
三
七
頁
は
、
戸
建
て
住
宅
に
お
い
て
住
居
所
有
権
の
放
棄
を
認
め
な
い
の
で
、
マ

ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

(36
)
拙
著⽛
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
と
国
庫
帰
属
─
各
地
の
財
務
局
へ
の
情
報
公
開
請
求
か
ら
み
え
て
き
た
も
の
─
⽜札
幌
学
院
法
学
三
四
巻
一
号（
平

成
二
九
年
）
一
～
五
一
頁
。

(37
)
拙
著
⽛
相
続
人
の
い
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
の
国
庫
帰
属
─
各
地
の
財
務
局
へ
の
情
報
公
開
請
求
か
ら
み
え
て
き
た
も
の
（
第
二
弾
)─
⽜
札
幌
学
院
法

学
三
五
巻
二
号
（
平
成
三
一
年
）
一
～
一
三
頁
。
も
ち
ろ
ん
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
ら
、
相
続
放
棄
に
よ
り
相
続
人
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
普
通
は

価
値
が
あ
っ
て
売
れ
る
で
あ
ろ
う
の
で
、相
続
人
不
存
在
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
相
続
財
産
の
管
理
人
が
権
限
外
行
為
許
可
の
審
判
を
家
裁
で
受
け
て
、

売
却
し
（
現
金
化
し
）、
現
金
で
家
裁
に
納
付
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ま
ま
国
庫
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
、

普
通
は
、
な
ら
な
い
。）。
し
か
し
、
な
か
に
は
、
ど
う
に
も
売
れ
ず
に
残
っ
て
し
ま
う
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
う
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
現
金
化
さ

れ
ず
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ま
ま
、
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

相
続
人
不
存
在
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ま
ま
（
現
金
化
さ
れ
ず
に
）
国
庫
に
帰
属
し
た
実
例
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
少
な
く
と
も
五
件
あ
り
、

う
ち
三
件
は
た
し
か
に
相
続
放
棄
に
よ
り
相
続
人
不
存
在
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
る
二
件
は
、
相
続
人
が
い
た
け
れ
ど
も
相
続
放
棄
さ
れ
た
の

か
、
身
寄
り
が
な
く
て
も
と
も
と
相
続
人
が
い
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(38
)
BGH
Z
172,338-345
=
FD
-M
ietR
2007,238481
(Ls)m
itA
nm
.von
W
olf-RüdigerBub
und
N
icola
Bernhard
=
JuS
2007,1062
(Ls)

m
itA
nm
.von
K
arsten
Schm
idt=
N
JW
2007,2547-2548
m
itA
nm
.von
Johann
D
em
harter=
ZfIR
2008,17-19
m
itA
nm
.von
Jörn

H
einem
ann
=
ZM
R
2007,795-797
m
itA
nm
.von
O
liver
Elzer=
https://openjur.de/u/78060.htm
l.

(39
)
も
っ
と
も
、
本
文
で
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
（
e⑦
）
よ
う
に
、
所
有
者
全
員
が
一
緒
に
な
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
ま
る
ご
と
（
建
物
ご
と
）
所
有
権

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

五
七

(五
七
)



放
棄
す
る
こ
と
は
可
能
と
さ
れ
る
。

(40
)
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
藤
巻
・
前
掲
（
注
⒅
）
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
六
巻
一
～
四
号
七
九
～
七
五
頁
に
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。

(41
)
注
⒇
を
参
照
。

(42
)
藤
巻
梓
⽛
区
分
所
有
者
と
そ
の
団
体
の
法
的
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
─
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
最
近
の
議
論
の
展
開
を
中
心
に
─
⽜
早
稲
田

法
学
八
三
巻
四
号
（
平
成
二
〇
年
）
一
四
四
～
一
四
五
頁
注
三
、
同
⽛（
翻
訳
）
改
正
ド
イ
ツ
住
居
所
有
権
法
（
試
訳
）（
資
料
）⽜
早
稲
田
法
学
八
三

巻
四
号
（
平
成
二
〇
年
）
二
一
八
頁
注
一
を
参
照
。

(43
)
BGH
Z
172,338-339.

(44
)
Christian
A
rm
brüster,in:Bärm
ann,K
om
m
entar
zum
W
ohnungseigentum
sgesetz,14.A
ufl.2018,§1
Rn.167.

(45
)
バ
イ
エ
ル
ン
最
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
九
一
年
二
月
一
四
日
決
定
（
BayO
bLGZ
1991,90-92
=
N
JW
1991,1962）、
ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ

ケ
ン
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
二
〇
〇
二
年
七
月
一
一
日
決
定
（
ZW
E
2002,603-604）、
ツ
ェ
レ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
六
月
二
七
日
決
定

（
M
D
R
2004,29-30
=
ZfIR
2003,1040-1041）。
本
文
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
た
。

(46
)
ZM
R
2007,382-384.

(47
)
BGH
Z
172,339.

(48
)
BGH
Z
172,339
und
341.

(49
)
BGH
Z
172,340-341.

(50
)
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
は
、
一
項
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
住
戸
所
有
者
か
ら
の
廃
止
請
求
を
基
本
的
に
許
容
し
な
い
が
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
項

に
お
い
て
⽛
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
す
る
差
押
債
権
者
の
権
利
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
五
一
条
）
お
よ
び
倒
産
手
続
中
に
存
在
す
る
権
利
（
倒
産
法

（
Insolvenzordnung）
八
四
条
二
項
）
は
、
排
除
さ
れ
る
⽜
と
、
三
項
に
お
い
て
⽛
共
同
関
係
の
管
理
財
産
に
対
す
る
倒
産
手
続
は
、
行
わ
な
い
⽜

と
規
定
し
て
、
第
三
者
か
ら
の
廃
止
請
求
を
も
許
容
し
な
い
。

(51
)
A
ndrik
A
bram
enko,in:Jennißen,K
om
m
entar
zum
W
ohnungseigentum
sgesetz,5.A
ufl.2017,§11
Rn.1,vgl.auch
W
olfgang

Lüke,in:W
eitnauer,K
om
m
entar
zum
W
ohnungseigentum
sgesetz,9.A
ufl.2005,§11
Rn.1-2.

(52
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
は
、
一
項
に
お
い
て
⽛
各
持
分
権
者
は
、
い
つ
で
も
共
同
関
係
の
廃
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
、
二
項
に
お
い
て
⽛
廃

止
を
請
求
す
る
権
利
が
合
意
に
よ
り
、
永
久
に
ま
た
は
期
限
を
定
め
て
、
排
除
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
重
大
な
理
由
が
存
す
る
と
き
は
、

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

五
八

(五
八
)



廃
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
告
知
期
間
が
定
め
ら
れ
た
場
合
は
、
同
一
の
条
件
の
も
と
で
、
そ
の
期
間
を
守
る
こ
と
な
く
、
廃
止
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
、
三
項
に
お
い
て
⽛
廃
止
を
請
求
す
る
権
利
を
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
反
し
て
排
除
ま
た
は
制
限
す
る
合
意
は
、
無
効
で
あ
る
⽜

と
規
定
す
る
。

(53
)
M
artin
Suilm
ann,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⚽
),§11
Rn.1,vgl.auch
Stefan
H
ügelund
O
liver
Elzer,in:H
ügel/Elzer,

K
om
m
entarzum
W
ohnungseigentum
sgesetz,2.A
ufl.2018,§11
Rn.1
und
4;W
olfgang
Schneider,in:Riecke/Schm
id,K
om
m
entar

zum
W
ohnungseigentum
sgesetz,5.A
ufl.2019,§11
Rn.1.

(54
)
H
einrich
K
reuzer,in:Staudinger,K
om
m
entar
zum
BGB,2018,§11
W
EG
Rn.4.

(55
)
EgbertK
üm
m
elund
N
icole
V
andenhouten,in:N
iedenführ/K
üm
m
el/V
andenhouten,W
EG:K
om
m
entar
und
H
andbuch
zum

W
ohnungseigentum
srecht,12.A
ufl.2017,§11
Rn.1.

(56
)
BGH
Z
172,340.

(57
)
Ｗ
Ｅ
Ｇ
六
条
は
、
一
項
に
お
い
て
⽛
特
別
所
有
権
は
、
そ
れ
が
属
す
る
共
有
持
分
と
と
も
に
で
な
け
れ
ば
、
譲
渡
し
、
ま
た
は
、
そ
の
上
に
負
担

を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
⽜
と
、
二
項
に
お
い
て
⽛
共
有
持
分
に
対
す
る
権
利
は
、
共
有
持
分
に
属
す
る
特
別
所
有
権
に
及
ぶ
⽜
と
規
定
す
る
。

(58
)
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
る
整
理
で
は
紹
介
が
割
愛
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
二
月
六
日
呈
示
決
定

は
、
こ
の
よ
う
に
、
─
物
的
な
─
所
有
権
放
棄
と
、
─
債
務
法
上
の
─
権
利
共
同
関
係
存
続
と
は
、
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
ZM
R

2007,384）。

(59
)
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
る
整
理
で
は
、
こ
の
よ
う
に
短
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
二
月
六

日
呈
示
決
定
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
六
条
二
項
か
ら
の
潜
脱
が
指
摘
さ
れ
て
住
戸
所
有
権
放
棄
の
無
効
性
が
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ

は
、
す
べ
て
の
持
分
権
者
が
お
互
い
に
、
共
同
の
負
担
や
費
用
を
持
分
に
応
じ
て
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
の
で
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
の
参
照
を
求
め
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
（
ZM
R
2007,384）。

(60
)
ZM
R
2007,384.

(61
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
は
、⽛
債
務
者
は
、
取
引
の
慣
習
を
顧
慮
し
信
義
誠
実
が
求
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
給
付
を
行
う
義
務
を
負
う
⽜
と
規
定

す
る
。

(62
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
三
条
は
、
一
項
に
お
い
て
⽛
契
約
の
基
礎
と
な
っ
た
事
情
が
契
約
締
結
後
に
重
大
に
変
更
し
、
当
事
者
が
こ
の
変
更
を
予
見
し
て
い

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

五
九

(五
九
)



た
な
ら
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
ま
た
は
異
な
る
内
容
で
契
約
を
締
結
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
場
合
は
、
個
別
事
例
の
す
べ
て
の
事
情
と
く
に
契
約

上
ま
た
は
法
律
上
の
リ
ス
ク
配
分
の
顧
慮
の
も
と
、
変
更
な
き
契
約
の
固
持
を
一
方
当
事
者
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
契
約
の
適
合

化
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
、
二
項
に
お
い
て
⽛
契
約
の
基
礎
と
な
っ
た
本
質
的
な
観
念
が
誤
り
で
あ
る
と
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
事

情
の
変
更
と
同
様
で
あ
る
⽜
と
、
三
項
に
お
い
て
⽛
契
約
の
適
合
化
が
可
能
で
な
い
ま
た
は
一
方
当
事
者
に
期
待
で
き
な
い
場
合
は
、
不
利
益
を
受

け
る
当
事
者
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
継
続
的
債
務
関
係
で
は
、
解
除
権
に
代
え
て
、
解
約
告
知
権
が
生
じ
る
⽜
と
規
定
す
る
。

(63
)
基
本
法
一
四
条
は
、
一
項
に
お
い
て
⽛
所
有
権
お
よ
び
相
続
権
は
、
保
障
さ
れ
る
。
内
容
お
よ
び
限
界
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
⽜
と
、
二
項

に
お
い
て
⽛
所
有
権
に
は
義
務
が
伴
う
。
そ
の
行
使
は
、
同
時
に
公
共
の
福
祉
に
資
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
⽜
と
規
定
す
る
。

(64
)
BGH
Z
172,339-340.

(65
)
こ
の
こ
と
は
、
本
文
で
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
（
e①
）
よ
う
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
決
定
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
。
ド

イ
ツ
に
お
け
る
住
戸
所
有
権
の
内
容
理
解
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
藤
巻
梓
⽛
区
分
所
有
者
と
そ
の
団
体
の
法
的
関
係
に
関
す
る
一
考
察
（
二
・

完
）
─
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
最
近
の
議
論
の
展
開
を
中
心
に
─
⽜
早
稲
田
法
学
八
四
巻
二
号
（
平
成
二
一
年
）
二
三
四
頁
、
伊
藤
栄
寿
⽝
所
有
法
と

団
体
法
の
交
錯

区
分
所
有
者
に
対
す
る
団
体
的
拘
束
の
根
拠
と
限
界
⽞（
平
成
二
三
年
、
成
文
堂
）
一
一
七
頁
を
参
照
。

(66
)
共
有
持
分
の
放
棄
を
め
ぐ
る
立
法
時
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
注
⛙
を
参
照
。

(67
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
八
条
は
、⽛
各
持
分
権
者
は
、
他
の
持
分
権
者
に
対
し
て
、
共
同
対
象
（
gem
einschaftlicherGegenstand）
の
負
担
、
な
ら
び
に
、

維
持
、
管
理
お
よ
び
共
同
利
用
の
費
用
を
、
そ
の
持
分
に
応
じ
て
負
担
す
る
義
務
を
負
う
⽜
と
規
定
す
る
。

(68
)
BGH
Z
115,1-11
=
EW
iR
1991,1075
(Ls)m
itA
nm
.von
Friedrich
Q
uack
=
JR
1992,149-152
m
itA
nm
.von
M
.H
enssler=
JuS

1992,154(Ls)m
itA
nm
.von
K
arsten
Schm
idt.
こ
の
一
九
九
一
年
六
月
七
日
判
決
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
藤
巻
・
前
掲
（
注
⒅
）
静
岡
大
学
法

政
研
究
一
六
巻
一
～
四
号
九
〇
～
八
七
頁
に
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。

(69
)
BGH
Z
172,209-218
=
D
N
otZ
2007,840-844
m
it
A
nm
.von
Christian
K
esseler=
JuS
2007,1062
(Ls)m
it
A
nm
.von
K
arsten

Schm
idt=
N
JW
2007,2254-2256.
こ
の
五
月
一
〇
日
の
決
定
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
藤
巻
・
前
掲
（
注
⒅
）
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
六
巻
一
～

四
号
八
七
～
八
三
頁
に
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。

(70
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
五
月
一
〇
日
の
決
定
に
説
明
が
み
ら
れ
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
五
月
一
〇
日
の
決
定
は
、
単

独
所
有
権
が
有
効
に
放
棄
さ
れ
れ
ば
土
地
は
無
主
に
な
り
、
ラ
ン
ト
の
国
庫
に
そ
の
先
占
権
が
認
め
ら
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
二
項
）
が
、
一
人

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

六
〇

(六
〇
)



ま
た
は
複
数
名
の
持
分
権
者
が
持
分
を
保
有
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
土
地
そ
の
も
の
が
無
主
に
な
る
こ
と
は
な
い
、
土
地
に
対
す
る
観
念
上
の
持
分
が

放
棄
に
よ
り
無
主
に
な
る
と
み
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
無
主
と
い
う
概
念
を
土
地
所
有
権
や
動
産
所
有
権
の
放
棄
に
の
み
結
び
付
け

て
い
て
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
以
外
の
権
利
が
放
棄
さ
れ
る
と
権
利
が
無
主
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
権
利
が
消
滅
す
る
と
し
て
、
土

地
の
共
有
持
分
の
放
棄
を
認
め
る
こ
と
は
、
す
で
に
概
念
上
、
困
難
で
あ
る
と
す
る
（
BGH
Z
172,214）。

も
っ
と
も
、
放
棄
さ
れ
た
共
有
持
分
の
無
主
性
を
認
め
る
学
説
も
あ
り
（
Ingo
Reichard,D
erV
erzichtaufeinen
M
iteigentum
santeil,in:

W
olfgang
Baum
ann,H
ans-Jürgen
von
D
ickhuth-H
arrach
und
W
olfgang
M
arotzke
(H
rsg.),Gesetz
Recht
Rechtsgeschichte,

FestschriftfürGerhard
O
tte
zum
70.Geburtstag
(2005),S.265-284,275
und
279）、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
こ
の
論
理
は
必
然
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。

(71
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
五
月
一
〇
日
の
決
定
に
説
明
が
み
ら
れ
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
持
分
権
者
は
、
な
に
ゆ
え
、
共
有
者
共

同
関
係
の
合
法
的
な
廃
止
ま
で
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
五
月
一
〇
日
の
決
定
は
、
共
有
者
共
同
関
係
の
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
地
位
は
、

主
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
観
念
で
き
ず
、
放
棄
と
同
時
に
消
滅
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
（
共
有
者
共
同
関
係
の
存
続
は
、
共
同
の
土
地
に
対
す

る
共
有
持
分
が
相
合
わ
さ
っ
て
一
個
の
全
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
、
持
分
一
つ
が
消
滅
す
る
と
、
こ
の
前
提
を
欠
い
て
し
ま

う
（
筆
者
注
：
わ
が
民
法
二
五
五
条
が
規
定
す
る
よ
う
な
持
分
の
放
棄
に
よ
る
他
の
共
有
者
へ
の
当
該
持
分
の
当
然
帰
属
（
添
加
理
論
）
は
、
ド
イ

ツ
で
は
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
。）
の
で
、
共
有
者
共
同
関
係
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。）、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
持
分
共
同
関
係
の
解
消
に
つ
い

て
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
規
制
（
持
分
権
者
は
共
同
関
係
の
廃
止
を
求
め
る
債
務
法
上
の
請
求
権
を
有
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
一
項
）
も
の
の
、
土
地
の
場
合
、

共
同
関
係
の
廃
止
は
売
却
に
よ
る
分
割
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
五
三
条
）
に
よ
っ
て
さ
れ
る
の
で
、
買
受
け
申
し
出
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
共
同
関
係
は
存
続
せ

ざ
る
を
得
ず
、
共
同
関
係
の
廃
止
に
は
、
共
同
関
係
の
終
了
に
向
け
ら
れ
た
全
員
一
致
の
決
定
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。）
を
潜
脱
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
（
BGH
Z
172,214-215）。

(72
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
第
一
草
案
は
、
共
有
持
分
の
放
棄
を
許
容
す
る
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
草
案
九
五
〇
条
は
、
第
一
草
案
八
七

二
条
（
現
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
）
や
、
第
一
草
案
九
〇
四
条
（
現
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
九
条
（
動
産
所
有
権
の
放
棄
））
な
ど
を
共
有
者
の
持
分
に
も
適
用
す
る

と
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
明
文
規
定
を
置
い
て
お
か
な
い
と
、
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
の
規
定
が
共
有
に
も
適
用
さ
れ
る
か
、
疑
い
を
生
ぜ
し
め
か
ね
な
い
と
危

惧
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
持
分
の
放
棄
に
よ
る
他
の
共
有
者
へ
の
当
該
持
分
の
当
然
帰
属
（
添
加
理
論
）
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
、
土

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

六
一

(六
一
)



地
に
対
す
る
持
分
権
の
放
棄
の
効
果
と
し
て
、（
単
独
所
有
権
の
放
棄
の
場
合
と
同
様
の
）
先
占
権
者
に
よ
る
先
占
が
い
わ
れ
た
（
私
人
で
あ
る
共
有

者
に
優
先
的
先
占
権
を
認
め
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
た
。）（
M
otivezu
dem
Entw
urfeeinesBürgerlichen
Gesetzbuchesfürdas

D
eutsche
Reich,Bd.3:Sachenrecht,1888,S.443）。

と
こ
ろ
が
、
第
二
読
会
に
お
い
て
、
持
分
放
棄
の
効
果
を
め
ぐ
り
、
複
数
の
動
議
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
添
加
理
論
を
い
う
動
議

に
対
し
て
は
、
持
分
に
負
担
が
伴
っ
て
い
た
場
合
に
、
共
有
者
に
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
反
対
さ
れ
、
ま
た
、
添
加
理
論
に
代
え
て
、（
放

棄
さ
れ
た
持
分
の
無
主
性
を
前
提
に
）
放
棄
さ
れ
た
持
分
に
つ
き
共
有
者
に
（
国
庫
に
優
先
す
る
）
先
占
権
を
認
め
よ
う
と
い
う
動
議
に
対
し
て
は
、

錯
綜
し
た
規
制
に
な
る
と
反
対
さ
れ
て
、結
局
、第
一
草
案
九
五
〇
条
で
扱
わ
れ
て
い
る
諸
問
題
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
置
く
こ
と
を
断
念
し（
第

一
草
案
九
五
〇
条
を
削
除
し
）、
そ
れ
ら
諸
問
題
の
決
定
は
解
釈
に
委
ね
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
Protokolle
der
K
om
m
ission
für
die
zw
eite

Lesung
des
Entw
urfs
des
Bürgerlichen
Gesetzbuchs,Bd.3:Sachenrecht,1899,S.279-281）。

放
棄
さ
れ
た
持
分
が
ど
う
な
る
か
（
持
分
放
棄
の
効
果
）
を
め
ぐ
っ
て
は
、
⒜
添
加
理
論
を
肯
定
し
て
、
他
の
共
有
者
へ
の
当
然
帰
属
を
認
め
る

か
、
⒝
添
加
理
論
を
否
定
し
て
、
他
の
共
有
者
に
は
当
然
帰
属
せ
ず
、
無
主
に
な
る
と
み
る
か
、
⒝
無
主
と
み
る
と
し
て
も
、
⟹b1
国
庫
に
当
然
に
帰

属
す
る
と
み
る
か
、
⟹b2
（
当
然
帰
属
で
は
な
く
）
国
庫
に
優
先
的
先
占
権
を
認
め
る
か
、
⟹b3
（
国
庫
で
な
く
）
他
の
共
有
者
に
優
先
的
先
占
権
を
認

め
る
か
と
、
諸
説
あ
り
得
た
の
で
あ
る
（
vgl.RandolfSchnorr,D
ieGem
einschaftnach
Bruchteilen
(§§741-758BGB),2004,S.289-290）。

五
月
一
〇
日
の
決
定
は
、
こ
の
立
法
史
か
ら
は
、
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
を
許
容
す
る
立
法
者
の
意
思
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
立
法
者
は
、

放
棄
の
法
律
効
果
の
規
制
だ
け
で
な
く
、
放
棄
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
い
へ
の
回
答
も
解
釈
に
委
ね
た
、
立
法
者
は
、
も
し
放
棄
を
許
容
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
ら
、
そ
の
よ
う
に
規
定
し
、
法
律
効
果
の
規
制
だ
け
を
断
念
し
た
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
の
で
あ
る
（
BGH
Z
172,217）。

た
し
か
に
、
こ
の
立
法
史
か
ら
は
、
立
法
者
が
共
有
持
分
の
放
棄
を
許
容
す
る
意
思
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
も
い
う
よ
う
に
、

そ
う
で
あ
る
と
も
そ
う
で
な
い
と
も
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
学
説
で
も
、
立
法
者
は
こ
の
問
題
を
決
し
な
か
っ
た
の
で
、
肯
否
ど
ち
ら

と
も
決
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
さ
れ
る
（
Rom
an
Bärw
aldt,K
eine
D
ereliktion
einesM
iteigentum
santeilsan
einem
Grundstück
-

K
G,O
LGZ
1988,355,JuS
1990,788-790,789-790;Lothar
Briesem
eister,D
ie
D
ereliktion
von
W
ohnungseigentum
,ZW
E
2007,

218-226,224
und
225）。
も
っ
と
も
、
立
法
者
は
共
有
持
分
の
放
棄
を
許
容
す
る
意
思
で
あ
っ
た
と
み
る
学
説
も
あ
る
（
Rainer
K
anzleiter,

A
ufgabe
des
M
iteigentum
santeils
an
einem
Grundstück
durch
V
erzichtnach
§928
BGB?,Besprechung
von
BGH
,U
rteilv.7.6.

1991
-V
ZR
175/90,BGH
Z
115,1
=
N
JW
1991,2488,N
JW
1996,905-907,906）。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

六
二

(六
二
)



(73
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
一
文
は
、⽛
物
の
所
有
者
は
、
法
律
ま
た
は
第
三
者
の
権
利
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
自
由
に
物
を
扱
う
こ
と
が
で
き
、
他
人
の
あ

ら
ゆ
る
作
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
規
定
す
る
。

(74
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
五
月
一
〇
日
の
決
定
は
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
を
放
棄
で
き
る
権
利
は
、
こ
の
所
有
者
の
権
限
の
法
的
な
派
生
で
あ
る

が
、
こ
の
権
限
は
無
制
約
で
は
な
く
、
法
律
や
第
三
者
の
権
利
に
よ
る
制
限
が
あ
る
と
す
る
（
BGH
Z
172,217-218）。

(75
)
BGH
Z
172,341-342.

(76
)
BGH
Z
172,342.

(77
)
Ｗ
Ｅ
Ｇ
三
条
一
項
は
、⽛
土
地
に
対
す
る
共
有
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
八
条
）
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
三
条
に
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
の
上
に
建
て
ら
れ
た
ま
た
は

建
て
ら
れ
る
建
物
の
な
か
の
、
特
定
の
住
戸
ま
た
は
居
住
目
的
に
供
さ
れ
な
い
特
定
の
空
間
に
対
す
る
特
別
所
有
権
を
各
共
有
者
に
付
与
す
る
方
法

に
よ
り
、
共
有
者
間
の
契
約
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
規
定
す
る
。

な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
三
条
は
、
物
の
分
離
不
可
能
な
構
成
部
分
（
本
質
的
構
成
部
分
）
は
、
別
個
の
権
利
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

規
定
す
る
。

(78
)
Ｗ
Ｅ
Ｇ
八
条
一
項
は
、⽛
土
地
の
所
有
者
は
、
土
地
登
記
所
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
り
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
を
共
有
持
分
に
分
割
し
、
各
共

有
持
分
に
、
土
地
の
上
に
建
て
ら
れ
た
ま
た
は
建
て
ら
れ
る
建
物
の
な
か
の
、
特
定
の
住
戸
ま
た
は
居
住
目
的
に
供
さ
れ
な
い
特
定
の
空
間
に
対
す

る
特
別
所
有
権
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
規
定
す
る
。

(79
)
BGH
Z
172,342-343.

(80
)
BGH
Z
172,343.

(81
)
BGH
Z
172,343.

(82
)
BGH
Z
172,343-344.

(83
)
BGH
Z
172,344-345.

(84
)
Ｗ
Ｅ
Ｇ
四
条
は
、
一
項
に
お
い
て
⽛
特
別
所
有
権
の
付
与
お
よ
び
廃
止
に
は
、
権
利
変
動
の
発
生
に
関
す
る
当
事
者
の
合
意
お
よ
び
登
記
簿
へ
の

登
記
を
要
す
る
⽜
と
規
定
す
る
。
一
つ
の
特
別
所
有
権
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
空
間
は
共
同
財
産
と
な
っ
て
、
そ
の
所
有
者
は
住

戸
所
有
者
共
同
関
係
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
す
べ
て
の
特
別
所
有
権
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
普
通
の
持
分
共
有
と
な
る
（
M
axim
ilian

Zim
m
er,in:Jennißen,W
EG,5.A
ufl.(注
⛄
),§4
Rn.23-24;W
olfgang
Schneider,in:Riecke/Schm
id,W
EG,5.A
ufl.(注
⛆
),§4
Rn.

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）
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8-10）。
い
ず
れ
も
、
住
戸
所
有
者
全
員
の
合
意
が
必
要
で
あ
る
。

(85
)
現
行
Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
二
条
四
項
で
あ
る
。
同
項
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
後
述
す
る
。

(86
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
藤
井
俊
二
⽛
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
所
有
権
住
宅
（
マ
ン
シ
ョ
ン
）
の
復
旧
・
建
替

え
制
度
⽜
早
稲
田
法
学
七
四
巻
三
号
（
平
成
一
一
年
）
五
六
一
～
五
七
三
頁
、
鎌
野
邦
樹
・
竹
田
智
志
⽛
区
分
所
有
建
物
の
修
繕
・
再
建
（
復
旧
・

建
替
え
）
及
び
終
了
を
め
ぐ
る
比
較
法
研
究
覚
え
書
き
⽜
千
葉
大
学
法
経
論
集
一
五
巻
三
号
（
平
成
一
三
年
）
一
七
〇
～
一
七
一
頁
、
上
河
内
千
香

子
⽛
区
分
所
有
建
物
の
復
旧
及
び
区
分
所
有
関
係
の
解
消
に
関
す
る
一
考
察
─
ド
イ
ツ
住
居
所
有
権
法
の
議
論
を
手
が
か
り
に
─
⽜
琉
大
法
学
七
八

号
（
平
成
一
九
年
）
二
二
六
～
二
〇
〇
頁
、
藤
巻
梓
⽛
ド
イ
ツ
法
（
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
⽛
区
分
所
有
法
制
の
国
際
比
較
⽜）⽜
比
較
法
研
究
七
六

号
（
平
成
二
六
年
）
二
〇
二
～
二
〇
四
頁
。

(87
)
Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
一
条
は
、
三
項
に
お
い
て
⽛
共
同
財
産
の
管
理
が
住
戸
所
有
者
の
規
約
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
住
戸
所
有
者
は
、
多

数
決
に
よ
り
、
共
同
財
産
の
性
質
に
適
合
し
た
秩
序
あ
る
管
理
を
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
、
四
項
に
お
い
て
⽛
各
住
戸
所
有
者
は
、
規
約
お

よ
び
決
議
に
適
合
す
る
管
理
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
も
し
規
約
ま
た
は
決
議
が
存
し
な
い
と
き
は
、
衡
平
な
判
断
に
照
ら
し
住
戸
所
有
者
全
体

の
利
益
に
適
合
す
る
管
理
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
規
定
す
る
。

(88
)
W
erner
M
erle,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⚽
),§22
Rn.5;N
icole
V
andenhouten,in:N
iedenführ/K
üm
m
el/V
andenhouten,

W
EG,12.A
ufl.(注
⛈
),§22
Rn.210;A
rnold
Lehm
ann-Richter,in:Staudinger,BGB,2018
(注
⛇
),§22
W
EG
Rn.139.

(89
)
M
erle,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⛩
),§22
Rn.386;H
orstM
üller,in:Beck’schesForm
ularbuch
W
ohnungseigentum
srecht,

3.A
ufl.2016,D
I21,S.91;M
ichaelJ.Schm
id,A
uflösung
der
W
ohnungseigentüm
ergem
einschaftund
A
briss
des
Gebäudes,ZfIR

2011,809-812,809
und
810.

(90
)
廃
止
し
た
い
住
戸
所
有
者
が
、
他
の
す
べ
て
の
住
戸
所
有
者
─
管
理
者
に
よ
る
代
理
も
あ
り
得
る
─
に
対
し
て
な
す
こ
と
に
な
る
（
K
reuzer,in:

Staudinger,BGB,2018
(注
⛇
),§11
W
EG
Rn.27）。

(91
)
K
üm
m
elund
V
andenhouten,in:N
iedenführ/K
üm
m
el/V
andenhouten,W
EG,12.A
ufl.(注
⛈
),§11
Rn.10;Schm
id
(注
⛪
),ZfIR

2011,811-812.
分
割
の
あ
り
様
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
D
anielBuhl,D
ieLiquidation
derW
ohnungseigentüm
ergem
einschaft,

BW
N
otZ
2013,130-136,134-136.

(92
)
Suilm
ann,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⛆
),§11
Rn.20;A
bram
enko,in:Jennißen,W
EG,5.A
ufl.(注
⛄
),§11
Rn.23-25;Schm
id

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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(注
⛪
),ZfIR
2011,810.

(93
)
M
erle,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⛩
),§22
Rn.386;V
andenhouten,in:N
iedenführ/K
üm
m
el/V
andenhouten,W
EG,12.A
ufl.

(注
⛩
),§22
Rn.219.

(94
)
BGH
Z
172,345.

(95
)
わ
が
民
法
で
あ
れ
ば
、
放
棄
さ
れ
た
持
分
は
他
の
共
有
者
に
当
然
帰
属
す
る
（
二
五
五
条
）
が
、
こ
の
よ
う
な
添
加
理
論
は
ド
イ
ツ
で
は
前
提
と

さ
れ
て
い
な
い
。
注
⛘
お
よ
び
注
⛙
を
も
参
照
。
な
お
、
わ
が
国
で
添
加
と
の
表
現
は
、
近
年
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
印
象
が
あ
る
が
、
前
掲
（
注

⒂
）⽝
新
版
注
釈
民
法
⑺
⽞
四
六
三
頁
（
二
五
五
条
の
注
釈
、
川
井
健
執
筆
）
で
は
な
お
、
同
条
に
よ
る
持
分
権
の
他
の
共
有
者
へ
の
帰
属
は
添
加
と

も
称
さ
れ
る
と
す
る
。

(96
)
BGH
Z
172,345.

(97
)
も
っ
と
も
、
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
可
能
性
と
住
戸
所
有
権
の
放
棄
可
能
性
と
が
、
本
文
に
い
う
よ
う
に
単
純
に
リ
ン
ク
さ
れ
て
く
る
こ
と
が

必
然
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
土
地
の
共
有
持
分
で
あ
れ
ば
、
共
有
者
共
同
関
係
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ

Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
）
の
で
、
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
な
く
て
も
、
土
地
の
共
有
者
は
、
共
有
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
逃
れ
る
術
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
住
戸
所
有
者
の
共
同
関
係
は
廃
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
）
の
で
、
住
戸
所
有
権
の
放

棄
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
住
戸
所
有
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
地
位
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
（
⑵
の
g⑦
を
参

照
。）。

(98
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
二
月
六
日
呈
示
決
定
に
は
さ
し
た
る
説
明
が
み
ら
れ
な
い
（
注
⛌

を
参
照
。）
が
、
学
説
で
は
一
定
の
説
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
（
⑵
の
g⑧
を
参
照
。）。

(99
)
BGH
Z
172,342.

(100
)
判
例
を
支
持
し
て
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
注
釈
書
の
類
い
に
は
、（
網
羅
的
で
は
な
い
が
）
以
下
が
あ
る
。
理
由
を
も
述

べ
る
も
の
に
は
、
そ
の
内
容
を
括
弧
書
き
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
が
も
ろ
も
ろ
論
じ
来
た
っ
た
と
こ
ろ
の
う
ち
、
そ
の
い
ず
れ
を
挙
げ
る
か
が
各

学
説
に
お
い
て
微
妙
に
異
な
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
A
rm
brüster,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⚽
),§1
Rn.169
(e④
住
戸
所
有
者
共

同
関
係
は
解
消
で
き
な
い
);Suilm
ann,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⛆
),§11
Rn.4;Zim
m
er,in:Jennißen,W
EG,5.A
ufl.(注
⛥
),§4

Rn.22
und
26a
(e⑤3
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
を
解
消
す
る
他
の
手
段
あ
り
);T
hom
as
K
rause,in:Jennißen,W
EG,5.A
ufl.(注
⛄
),§6
Rn.28;

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

六
五

(六
五
)



ders.,in:Jennißen,W
EG,5.A
ufl.(注
⛄
),§9
Rn.4b;A
bram
enko,in:Jennißen,W
EG,5.A
ufl.(注
⛄
),§11
Rn.15
(e⑥
他
の
住
戸
所
有
者

の
負
担
が
増
す
);M
ichaelCom
m
ichau,in:M
ünchenerK
om
m
entarzum
BGB,7.A
ufl.2017,§11
W
EG
Rn.8
(e④
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
へ
の
抵

触
、
e⑥
負
担
逃
れ
);K
üm
m
el
und
V
andenhouten,in:N
iedenführ/K
üm
m
el/V
andenhouten,W
EG,12.A
ufl.(注
⛈
),§11
Rn.3;

W
olfgang
Schneider,in:Riecke/Schm
id,W
EG,5.A
ufl.(注
⛆
),§1
Rn.117
(e①
土
地
に
対
す
る
普
通
の
共
有
持
分
に
お
け
る
と
同
様
で
あ

る
、
e④
共
同
関
係
お
よ
び
住
戸
所
有
者
間
の
特
別
の
債
務
関
係
の
一
方
的
な
部
分
廃
止
に
な
っ
て
し
ま
う
);ders.,in:Riecke/Schm
id,W
EG,5.

A
ufl.(注
⛆
),§7
Rn.59
(e④
住
戸
所
有
権
に
お
け
る
特
別
の
共
同
の
拘
束
);ders.,in:Riecke/Schm
id,W
EG,5.A
ufl.(注
⛆
),§9
Rn.11;ders.,

in:Riecke/Schm
id,W
EG,5.A
ufl.(注
⛆
),§11Rn.20-21(e①
土
地
共
有
は
特
別
所
有
権
と
分
離
で
き
な
い
の
で
、
土
地
に
対
す
る
共
有
持
分
が

放
棄
で
き
な
い
以
上
、
住
戸
所
有
権
も
同
様
で
あ
る
、
e④
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
一
方
的
な
（
部
分
）
廃
止
に
な
っ
て
し
ま
う
、
e⑤1
住
戸
所
有
者

は
、
自
由
に
処
分
で
き
る
権
利
を
、
住
戸
所
有
権
取
得
に
よ
り
放
棄
し
て
い
る
、
e⑤3
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
を
去
る
他
の
手
段
あ
り
、
e⑥
他
の
住
戸

所
有
者
の
負
担
が
増
す
);M
ichaelT
hen,in:Spielbauer/T
hen,K
om
m
entar
zum
W
ohnungseigentum
sgesetz,3.A
ufl.2017,§4
Rn.7

und
§11
Rn.2;T
hom
asSpielbauer,in:Spielbauer/T
hen,W
EG,3.A
ufl.,§10
Rn.3;M
anfred
Rapp,in:Staudinger,BGB,2018
(注
⛇
),

§1W
EG
Rn.50-50a(e④
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
は
解
消
で
き
な
い
、
e⑥
他
の
住
戸
所
有
者
に
対
す
る
義
務
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
公
共

へ
の
負
担
転
嫁
を
目
的
と
す
る
所
有
権
放
棄
は
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
);ders.,in:Staudinger,BGB,2018
(注
⛇
),§6
W
EG
Rn.4h
(e⑥
他
の

住
戸
所
有
者
の
負
担
が
増
す
);H
einrich
K
reuzer,in:Staudinger,BGB,2018
(注
⛇
),§10
W
EG
Rn.53
(e⑥
配
慮
義
務
);ders.,in:

Staudinger,
BGB,
2018
(注
⛇
),
§11
W
EG
Rn.6;
M
anfred
Rapp,
in:
Beck’sches
N
otar-H
andbuch,
6.A
ufl.
2015,
A
III.

W
ohnungseigentum
IV
6Rn.113b,S.413-414(e①
共
有
者
は
、
い
か
な
る
類
型
の
共
有
で
あ
ろ
う
と
、
共
有
者
共
同
関
係
上
、
こ
れ
が
合
法
的

に
終
了
す
る
ま
で
、
権
利
義
務
を
負
う
、
e④
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
は
解
消
で
き
な
い
、
e⑥
負
担
逃
れ
、
他
の
住
戸
所
有
者
の
負
担
が
増
す
);

W
olfgang
Schneider,in:Bärm
ann/Seuß,PraxisdesW
ohnungseigentum
s,7.A
ufl.2017,§2
IV
1
Rn.287-288,S.105
(e①
住
戸
所
有
権

も
特
別
な
形
態
の
共
有
な
の
で
、
共
有
持
分
が
放
棄
で
き
な
い
以
上
、
住
戸
所
有
権
も
同
様
で
あ
る
、
e④
住
戸
所
有
権
に
お
け
る
共
同
関
係
法
上
の

特
別
の
拘
束
の
維
持
、
e⑤3
共
同
関
係
に
永
久
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
).

(101
)
Elzer
(注
⚷
),ZM
R
2007,797.

(102
)
Schm
idt(注
⚷
),JuS
2007,1064.

(103
)
EckhartPick,in:Bärm
ann,K
om
m
entar
zum
W
ohnungseigentum
sgesetz,9.A
ufl.2003,§3
Rn.79-80.

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

六
六

(六
六
)



(104
)
A
rm
brüster,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⚽
),§1
Rn.169;Suilm
ann,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⛆
),§11
Rn.4.

(105
)
Eckhart
Pick,
in:
Bärm
ann/Pick,
K
om
m
entar
zum
W
ohnungseigentum
sgesetz,
19.A
ufl.
2010,
§1
Rn.14
und
ders.,
in:

Bärm
ann/Pick,W
EG,19.A
ufl.,§3Rn.30.
な
お
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
は
権
利
全
体
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
々
の
空
間
や
空
間
の

一
部
分
、
特
別
所
有
権
だ
け
、
共
有
だ
け
と
い
う
の
は
で
き
な
い
と
す
る
。

(106
)
カ
ン
ツ
ラ
イ
タ
ァ
は
、
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
を
無
効
と
解
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
一
年
六
月
七
日
判
決
を
批
判
し
て
、
一
九
九
六
年

に
⽛
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
よ
る
放
棄
を
通
じ
て
の
、
土
地
に
対
す
る
共
有
持
分
の
放
棄
？
⽜
と
題
す
る
論
説
を
著
し
（
K
anzleiter
(注
⛙
),N
JW

1996,905-907）、
判
例
・
通
説
に
反
対
す
る
少
数
説
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
。
こ
の
論
説
で
は
、
住
戸
所
有
権
の
放
棄
に
妥
当
す
る
特
別
な
観
点
に

つ
い
て
は
論
じ
な
い
と
し
つ
つ
も
、
結
論
と
し
て
〔
土
地
共
有
持
分
に
つ
い
て
と
〕
異
な
る
判
断
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
（
N
JW
1996,906Fn.

2）。

(107
)
Rainer
K
anzleiter,in:M
ünchener
K
om
m
entar
zum
BGB,1.A
ufl.1981,§928
Rn.2.

(108
)
Rainer
K
anzleiter,in:M
ünchK
om
m
BGB,7.A
ufl.(注
⟹100
),§928
Rn.4.

(109
)
Jan
Roth,A
ufgabe
von
M
iteigentum
santeilen
und
W
ohnungseigentum
gem
.§928
BGB,ZInsO
2007,757-760.

(110
)
Roth
(注
⟹109
),ZInsO
2007,759.

(111
)
Roth
(注
⟹109
),ZInsO
2007,757.
こ
の
こ
と
を
い
う
に
際
し
、
ロ
ー
ト
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
所
有
権
の
実
質
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
う

よ
う
な
没
収
的
な
租
税
を
違
憲
と
し
、
ま
た
、
汚
染
地
浄
化
費
用
を
土
地
所
有
者
に
課
す
る
こ
と
を
、
費
用
が
浄
化
後
の
土
地
の
価
額
を
超
え
る
と

き
は
違
憲
と
し
て
い
る
こ
と
を
援
用
し
て
、
負
担
が
所
有
物
そ
の
も
の
の
価
額
よ
り
も
大
き
い
た
め
に
そ
の
物
を
も
は
や
意
味
あ
る
よ
う
に
は
利
用

で
き
な
い
と
き
に
、
所
有
権
の
民
事
法
上
の
形
式
的
な
法
的
地
位
を
所
有
者
に
強
い
る
こ
と
も
、
同
様
に
違
憲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
私

的
有
用
性
（
Privatnützigkeit）
の
理
論
を
、
土
壌
汚
染
地
の
所
有
者
の
状
態
責
任
（
Zustandshaftung）
と
の
か
か
わ
り
で
紹
介
す
る
邦
語
文
献

と
し
て
、
桑
原
勇
進
⽛
状
態
責
任
の
根
拠
と
限
界
（
二
）
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
土
壌
汚
染
を
巡
る
判
例
・
学
説
⽜
自
治
研
究
八
七
巻
一
号
（
平
成
二

三
年
）
六
六
～
七
三
頁
。

(112
)
Roth
(注
⟹109
),ZInsO
2007,759.

(113
)
Roth
(注
⟹109
),ZInsO
2007,759.
同
様
に
こ
の
こ
と
の
問
題
性
を
論
じ
て
、
規
制
の
間
隙
で
あ
り
、
憲
法
上
の
再
検
討
を
要
す
る
と
す
る
も
の

と
し
て
、
M
ichaeldu
Carrois,Freigabe
einesGrundstückes(Schuldner,w
asistzu
tun?).A
nm
erkung
zum
Beitrag
von
W
ilhem
V
.

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

六
七

(六
七
)



/von
Gosseln,ZInsO
2005,358f.,ZInsO
2005,472-473.

問
題
性
は
、
通
説
側
の
一
部
論
者
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
い
て
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
は
、
所
有
権
放
棄
の
禁
止
が
、
破
産
債
務
者
が
義
務
を
負
い
続

け
る
こ
と
を
招
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
破
産
し
た
住
戸
所
有
者
は
住
戸
を
差
し
出
す
こ
と
で
負
担
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
こ
の
こ
と
を
行
為
基
礎
の
障
害
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
三
条
）
に
よ
る
解
約
告
知
権
か
ら
説
明
す
る
（
K
reuzer,in:Staudinger,

BGB,2018,§10
W
EG
(注
⟹100
)Rn.53
und
ders.,in:Staudinger,BGB,2018,§11
W
EG
(注
⛇
)
Rn.6
und
21-22）。

(114
)
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
一
年
六
月
七
日
判
決
は
、
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
を
認
め
な
い
こ
と
の
一
つ
の
論
拠
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
一

項
に
よ
り
、
持
分
権
者
は
、
共
同
関
係
の
廃
止
を
い
つ
で
も
請
求
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
（
BGH
Z
115,9）。

(115
)
Briesem
eister
(注
⛙
),ZW
E
2007,219.
土
地
の
共
有
持
分
以
上
に
住
戸
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
の
論
理
は
、
連
邦
通
常

裁
判
所
二
〇
〇
七
年
六
月
一
四
日
判
決
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
り
も
前
、（
土
地
の
共
有
持
分
の
放
棄
を
認
め
な
い
）
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
一
年
六
月

七
日
判
決
が
下
さ
れ
た
当
時
か
ら
、
同
判
決
に
対
す
る
評
釈
の
な
か
で
い
わ
れ
て
い
た
（
Q
uack
(注
⛕
),EW
iR
1991,1076;H
enssler
(注
⛕
),

JR
1992,153-154）。

(116
)
Briesem
eister
(注
⛙
),ZW
E
2007,225-226.

(117
)
D
em
harter
(注
⚷
),N
JW
2007,2549.

(118
)
Briesem
eister
(注
⛙
),ZW
E
2007,224-225.

(119
)
Briesem
eister
(注
⛙
),ZW
E
2007,225.

(120
)
Briesem
eister
(注
⛙
),ZW
E
2007,226.

(121
)
エ
ル
ツ
ァ
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
〇
条
二
項
三
文
の
援
用
の
も
と
、
共
同
関
係
へ
の
残
留
が
、
重
大
な
理
由
か
ら
、
個
別
事
例
の
す
べ
て
の
事
情
を
と
く

に
他
の
住
戸
所
有
者
の
権
利
や
利
益
を
考
慮
し
て
も
不
衡
平
と
解
さ
れ
る
場
合
が
、
そ
の
よ
う
に
部
分
廃
止
を
請
求
で
き
る
場
合
で
あ
る
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
と
し
、
こ
う
し
た
不
衡
平
性
は
、
た
と
え
ば
、
特
別
所
有
権
が
居
住
空
間
ま
た
は
営
業
空
間
と
し
て
の
そ
の
目
的
を
果
た
し
得
な
い

と
き
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
（
Elzer
(注
⚷
),ZM
R
2007,797-798）。

な
お
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
〇
条
二
項
は
、⽛
住
戸
所
有
者
相
互
の
関
係
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
な
い
と
き
は
、
共
同

関
係
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
定
に
よ
る
。
住
戸
所
有
者
は
、
別
段
の
明
示
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
法
律
の
規
定
と
異
な
る
規
約
を
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
各
住
戸
所
有
者
は
、
個
別
の
事
例
に
お
け
る
す
べ
て
の
事
情
、
と
く
に
他
の
住
戸
所
有
者
の
権
利
お
よ
び
利
益
を
考
慮
す
る
と
き
、

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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現
行
の
規
制
の
維
持
が
、
重
大
な
理
由
に
よ
り
不
衡
平
と
解
さ
れ
る
場
合
は
、
法
律
と
異
な
る
規
約
ま
た
は
規
約
の
適
正
化
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
⽜
と
規
定
す
る
。

(122
)
Elzer
(注
⚷
),ZM
R
2007,797-798.

(123
)
H
einem
ann
(注
⚷
),ZfIR
2008,22.

(124
)
H
einem
ann
(注
⚷
),ZfIR
2008,23.

(125
)
Schm
id
(注
⛪
),ZfIR
2011,810.

(126
)
Schm
id
(注
⛪
),ZfIR
2011,810-811.

(127
)
Schm
id
(注
⛪
),ZfIR
2011,811.

(128
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
二
条
四
項
と
結
合
し
て
、
再
生
が
不
経
済
な
事
例
で
の
共
同
関
係
の
解
消
に
つ
い
て

規
制
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
規
制
が
さ
れ
て
い
る
例
は
多
く
な
く
、
ま
た
、
あ
と
か
ら
合
意
を
得
る

こ
と
も
難
し
い
と
す
る
（
ZfIR
2011,810）。
も
っ
と
も
、
ベ
ッ
ク
社
の
Ｗ
Ｅ
Ｇ
の
様
式
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
共
同
関
係
規
則
の
ひ
な
形
に
は
、

⽛
克
服
し
が
た
い
障
害
が
再
建
ま
た
は
再
生
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
共
同
関
係
の
各
共
有
者
は
、
そ
の
廃
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

廃
止
は
、
他
の
共
有
者
ま
た
は
第
三
者
に
お
い
て
、
廃
止
を
請
求
す
る
者
の
住
戸
所
有
権
を
評
価
額
で
取
得
す
る
意
思
を
表
示
す
る
場
合
は
、
こ
れ

を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
の
条
項
（
二
一
条
三
項
）
が
あ
る
（
M
üller,in:Beck’schesForm
ularbuch
W
EG,3.A
ufl.(注
⛪
),D
II2,S.

100）。

(129
)
Schm
id
(注
⛪
),ZfIR
2011,812.

(130
)
注
釈
書
の
類
い
に
も
、
同
じ
論
調
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
K
üm
m
el
und
V
andenhouten,in:N
iedenführ/K
üm
m
el/

V
andenhouten,W
EG,12.A
ufl.(注
⛈
),§11Rn.8(Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
か
ら
、
共
同
関
係
の
廃
止
へ
の
共
働
を
求
め
る
請
求
権
は
存
し
得
る
が
、

そ
れ
は
、
廃
止
の
拒
絶
が
重
大
な
理
由
か
ら
不
衡
平
と
解
さ
れ
る
場
合
に
例
外
的
に
で
し
か
な
い
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
二
二
条
四
項
の
要
件
が
満
た
さ
れ
、
か

つ
、
他
の
住
戸
所
有
者
が
建
物
の
新
築
も
特
別
所
有
権
の
解
消
も
そ
の
気
持
ち
が
な
く
て
、
荒
廃
し
た
建
物
を
ど
う
す
る
か
建
設
的
な
提
案
も
し
な

い
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
例
外
的
事
情
で
あ
り
得
る
が
、
建
物
の
修
繕
が
新
築
価
額
よ
り
も
高
く
つ
く
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
の
意
味
で
の
重
大
な

理
由
と
は
い
え
な
い
、
と
す
る
。);A
bram
enko,in:Jennißen,W
EG,5.A
ufl.(注
⛄
),§11Rn.19(共
同
関
係
の
固
持
が
異
常
な
事
情
に
基
づ
き

重
大
に
不
衡
平
で
あ
る
場
合
は
、
住
戸
所
有
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
に
よ
り
共
同
関
係
の
解
消
を
請
求
で
き
る
が
、
そ
れ
は
ま
れ
な
例
外
事
例
に

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

六
九

(六
九
)



お
い
て
で
し
か
な
く
、
と
く
に
、
住
戸
所
有
権
の
経
済
的
換
価
性
が
不
十
分
と
い
う
こ
と
で
は
信
義
誠
実
に
よ
る
解
消
請
求
は
正
当
化
さ
れ
な
い
、

建
物
が
滅
失
し
た
が
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
一
条
一
項
三
文
に
い
う
規
約
が
な
い
場
合
に
、
あ
る
所
有
者
が
再
建
費
用
を
分
担
す
る
意
思
が
な
く
、
し
か
し
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
の
特
別
所
有
権
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
意
思
で
あ
る
と
き
は
、
共
同
関
係
が
廃
止
で
き
な
い
と
い
う
の
は
信
義
誠
実
に
反
し

得
る
、
と
す
る
。);K
reuzer,in:Staudinger,BGB,2018(注
⛇
),§11W
EG
Rn.8(廃
止
請
求
権
を
信
義
誠
実
か
ら
導
く
こ
と
自
体
を
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ

一
一
条
と
い
う
規
定
が
存
す
る
こ
と
を
理
由
に
否
定
す
る
。).

(131
)
Buhl(注
⛬
),BW
N
otZ
2013,130-136.

(132
)
Buhl(注
⛬
),BW
N
otZ
2013,131-132.

(133
)
Buhl(注
⛬
),BW
N
otZ
2013,136.

(134
)
Buhl(注
⛬
),BW
N
otZ
2013,132-134.

(135
)
Buhl(注
⛬
),BW
N
otZ
2013,136.

(136
)
Schm
id
(注
⛪
),ZfIR
2011,810.

(137
)
Christian
A
rm
brüster,in:Bärm
ann,W
EG,14.A
ufl.(注
⚽
),§9
Rn.13;auch
Schneider,in:Bärm
ann/Seuß,W
EG,7.A
ufl.(注
⟹100
),

§2
IV
3
b)Rn.296,S.106;H
ardy
Scheffler,in:O
liver
Elzer,Rüdiger
Fritsch
und
T
hom
as
M
eier,W
ohnungseigentum
srecht

(N
om
osForm
ulare),3.A
ufl.2018,§1
C
IIRn.516,S.208-209.

(138
)
K
üm
m
elund
V
andenhouten,in:N
iedenführ/K
üm
m
el/V
andenhouten,W
EG,12.A
ufl.(注
⛈
),§11
Rn.6.

(139
)
K
reuzer,in:Staudinger,BGB,2018(注
⛇
),§11W
EG
Rn.20.
ク
ロ
ィ
ツ
ァ
は
、
そ
の
う
え
で
、
経
済
上
の
問
題
は
、
原
則
的
に
、
不
能
で

は
な
く
て
、
行
為
基
礎
の
障
害
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
行
為
基
礎
の
障
害
に
基
づ
く
解
約
告
知
権
を
、
一
定
の
事
例
に
お
い
て
承
認
す
る

（
Rn.20-22）。

(140
)
H
erbert
Grziw
otz,Schrottim
m
obilien
-A
usstieg
oder
m
ehrheitliche
U
m
w
andlung
beim
W
ohnungseigentum
?,ZfIR
2017,

81-88.

(141
)
Grziw
otz
(注
⟹140
),ZfIR
2017,88.

(142
)
Grziw
otz
(注
⟹140
),ZfIR
2017,83.

(143
)
Grziw
otz
(注
⟹140
),ZfIR
2017,84.

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

七
〇

(七
〇
)



(144
)
Grziw
otz(注
⟹140
),ZfIR
2017,84-85.グ
リ
ツ
ヴ
ォ
ツ
は
さ
ら
に
、
休
暇
用
住
戸
や
ホ
テ
ル
、
学
生
寮
と
し
て
と
か
世
話
サ
ー
ビ
ス
付
居
住
の
た

め
と
か
な
ど
と
、
利
用
目
的
の
限
定
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
利
用
が
も
は
や
可
能
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
他
目
的
利
用
を
排
除
す
る
そ
う
し
た
目

的
規
定
を
ど
の
よ
う
に
し
て
適
正
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
の
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
（
ZfIR
2017,85-87）。

(145
)
Ｗ
Ｅ
Ｇ
一
二
条
は
、
一
項
に
お
い
て
⽛
特
別
所
有
権
の
内
容
と
し
て
、
住
戸
所
有
者
は
、
住
戸
所
有
権
を
譲
渡
す
る
に
は
他
の
住
戸
所
有
者
ま
た

は
第
三
者
の
同
意
を
要
す
る
、
と
規
約
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
、
二
項
に
お
い
て
⽛
こ
の
同
意
は
、
重
大
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
拒
む

こ
と
が
で
き
な
い
。
前
項
の
規
約
に
よ
り
、
特
定
の
場
合
に
つ
い
て
、
同
意
の
付
与
を
求
め
る
請
求
権
を
住
戸
所
有
者
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜

と
規
定
す
る
。

(146
)
グ
リ
ツ
ヴ
ォ
ツ
は
、
別
稿
に
お
い
て
、
こ
の
同
意
拒
絶
の
可
否
を
論
ず
る
（
H
erbert
Grziw
otz,V
erw
alterzustim
m
ung
und

Schrottim
m
obilien,N
ZM
2009,812-813）。

(147
)
Grziw
otz
(注
⟹140
),ZfIR
2017,87.

(148
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
二
九
ａ
条
一
項
は
、⽛
父
母
が
そ
の
法
定
代
理
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
ま
た
は
そ
の
他
の
代
理
権
限
者
が
そ
の
代
理
権
の
範
囲
内
に

お
い
て
法
律
行
為
ま
た
は
そ
の
他
の
行
為
に
よ
っ
て
子
へ
の
効
力
を
も
っ
て
成
立
さ
せ
た
債
務
、
ま
た
は
、
未
成
年
で
あ
る
間
に
な
さ
れ
た
死
亡
を

原
因
と
す
る
取
得
に
基
づ
き
発
生
し
た
債
務
に
つ
い
て
の
責
任
は
、
成
年
に
達
し
た
時
点
に
お
い
て
存
在
す
る
子
の
財
産
の
在
高
に
制
限
さ
れ
る
。

未
成
年
者
が
一
〇
七
条
、
一
〇
八
条
ま
た
は
一
一
一
条
に
よ
り
父
母
の
同
意
の
も
と
に
な
し
た
法
律
行
為
に
よ
る
債
務
、
ま
た
は
、
父
母
が
家
庭
裁

判
所
の
許
可
を
得
た
法
律
行
為
に
よ
る
債
務
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
成
年
に
達
し
た
者
が
責
任
制
限
を
援
用
す
る
場
合
は
、
相
続
人
の
責
任
に

つ
き
適
用
さ
れ
る
一
九
九
〇
条
お
よ
び
一
九
九
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
⽜
と
規
定
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
ド
イ
ツ
家

族
法
研
究
会
（
代
表
・
床
谷
文
雄
）⽛
親
と
し
て
の
配
慮
・
補
佐
・
後
見
（
一
）
─
ド
イ
ツ
家
族
法
注
解
─
⽜
民
商
法
雑
誌
一
四
二
巻
六
号
（
平
成
二

二
年
）
一
三
五
～
一
三
九
頁
（
右
近
健
男
執
筆
）。

(149
)
Grziw
otz
(注
⟹140
),ZfIR
2017,87-88.

(150
)
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
三
六
条
は
、⽛
相
続
開
始
時
に
被
相
続
人
の
血
族
も
配
偶
者
も
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
も
存
し
な
い
場
合
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
時
に

最
後
の
住
所
地
を
有
し
て
い
た
、
ま
た
は
、
最
後
の
住
所
地
を
確
定
で
き
な
い
と
き
は
常
居
所
を
有
し
て
い
た
ラ
ン
ト
が
相
続
す
る
。
そ
の
他
の
場

合
は
、
連
邦
が
相
続
す
る
⽜
と
規
定
す
る
。

(151
)
国
は
、
相
続
人
の
い
な
い
相
続
財
産
を
法
定
相
続
人
と
し
て
相
続
す
る
が
、
無
限
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
責
任
を

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

七
一

(七
一
)



相
続
財
産
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
少
し
古
い
が
、
太
田
武
男
・
佐
藤
義
彦
編
⽝
注
釈
ド
イ
ツ
相

続
法
⽞（
平
成
元
年
、
三
省
堂
）
九
九
頁
（
一
九
三
六
条
の
注
釈
、
下
村
正
明
執
筆
）、
一
七
〇
～
一
七
三
頁
（
一
九
六
七
条
の
前
注
、
松
倉
耕
作
執

筆
）、
二
四
七
～
二
四
八
頁
（
一
九
九
三
条
の
前
注
、
佐
藤
義
彦
執
筆
）、
二
九
〇
頁
（
二
〇
一
一
条
の
注
釈
、
久
保
宏
之
執
筆
）。

(152
)
Grziw
otz
(注
⟹140
),ZfIR
2017,88.

(153
)
D
em
harter
(注
⚷
),N
JW
2007,2549.

(154
)
Schm
idt(注
⚷
),JuS
2007,1064.

(155
)
Gero
Götz,in:A
ndrik
A
bram
enko,H
andbuch
W
EG,2.A
ufl.2014,§1
D
III5
Rn.242,S.108.

(156
)
さ
ら
に
は
、⽛
共
有
⽜
の
捉
え
方
の
相
違
も
無
視
で
き
ず
、
そ
も
そ
も
、
本
稿
の
問
題
に
つ
い
て
独
日
間
で
比
較
法
的
考
察
が
可
能
か
、
疑
問
も
あ

り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
有
の
内
容
理
解
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
伊
藤
栄
寿
⽛
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
有
者
間
の
法
律
関

係
⽜
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
五
四
号
（
平
成
二
六
年
）
一
八
三
～
二
一
六
頁
。

(157
)
も
っ
と
も
、
添
加
理
論
を
採
用
す
る
と
き
は
、
土
地
の
共
有
持
分
は
他
の
住
戸
所
有
者
に
帰
属
す
る
に
し
て
も
、
住
戸
に
対
す
る
特
別
所
有
権
が

ど
う
な
る
か
そ
の
帰
趨
も
考
慮
に
入
れ
て
、住
戸
に
対
す
る
特
別
所
有
権
と
土
地
に
対
す
る
共
有
持
分
の
帰
属
主
体
が
分
離
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、

制
度
上
手
当
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

(158
)
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
と
同
様
に
、
放
棄
さ
れ
る
と
無
主
に
な
る
の
で
は
な
く
消
滅
す
る
と
解
釈
す
る
可
能
性
は
排
除
さ

れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
敷
地
利
用
権
（
土
地
の
共
有
持
分
で
あ
れ
ば
、
物
権
で
あ
る
。）
が
放
棄
に
よ
り
、
添
加
も
せ
ず
に
消
滅
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の

あ
と
、
ど
う
い
う
法
律
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
区
分
所
有
権
に
つ
い
て
も
、
住
戸
そ
の
も
の
は
物
理
的
に
な
お
存
在
す
る
の
に
、
こ
れ
に
対

す
る
所
有
権
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
不
存
在
？

し
か
も
、
そ
の
住
戸
を
無
主
と
は
い
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
住
戸
を
共
用
部
分

と
で
も
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
と
の
処
理
を
考
え
る
と
、
無
主
に
な
る
の
で
は
な
く
て
消
滅
す
る
、
と
の
解
釈
は
採
り
が
た
い
よ
う

に
思
う
。

(159
)
ド
イ
ツ
で
も
ゴ
ミ
不
動
産
（
Schrottim
m
obilie）
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い
た
が
、
わ
が
国
で
も
、⽛
負
動
産
⽜
と
い
う
表
記
は
、
す
で
に
市

民
権
を
得
た
と
い
え
よ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
朝
日
新
聞
取
材
班
⽝
負
動
産
時
代

マ
イ
ナ
ス
価
格
と
な
る
家
と
土
地
（
朝
日
新
書
708
）⽞（
平
成
三
一

年
、
朝
日
新
聞
出
版
）。
近
年
は
、⽛
腐
動
産
⽜
と
い
う
表
記
も
み
ら
れ
る
。

(160
)
注
⒅
を
参
照
。
ド
イ
ツ
で
は
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
を
明
文
で
も
っ
て
規
定
す
る
な
か
、
無
主
の
土
地
に
つ
き
国
の
当
然
取
得
構
成
で
は
な

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

七
二

(七
二
)



く
先
占
構
成
を
採
用
す
る
（
一
）
の
で
、
国
へ
の
押
し
付
け
と
い
う
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
先
占
さ
れ
て
く
る

ま
で
は
無
主
と
し
て
い
わ
ば
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
─
国
で
は
な
い
に
し
て
も
─
社
会
全
体
の
負
担
に
は
な
り
得
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
、
e⑦
（
個
別
の
住
戸
所
有
権
の
放
棄
で
は
な
く
）
住
戸
所
有
者
全
員
が
一
緒
に
な
っ
て
所
有
権
放
棄
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
明
示
的
に
こ
れ
を
許
容
す
る
。

(161
)
土
地
は
物
理
的
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
所
有
者
と
し
て
の
責
任
を
問
わ
れ
て
も
、
対
処
の
し
よ
う
が
な
い
（
最
後
の
後
始
末
の
術

が
な
い
。）。
張
洋
介
⽛
土
地
所
有
権
放
棄
の
場
面
に
お
け
る
土
地
所
有
者
の
自
由
と
責
任
─
広
島
地
裁
松
江
支
部
平
成
28
年
12
月
21
日
判
決
を
手
が

か
り
に
─
⽜
法
と
政
治
六
九
巻
二
号
下
（
平
成
三
〇
年
）
一
五
三
頁
も
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
当
否
は
国
土
の
維
持
管
理
の
問
題
で
あ
り
、
問
題
を
、

放
棄
の
自
由
を
否
定
し
て
一
私
人
（
所
有
者
）
に
押
し
付
け
る
だ
け
で
解
決
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。

土
地
所
有
権
放
棄
に
反
対
す
る
論
者
は
、
負
動
産
を
押
し
付
け
ら
れ
る
国
の
不
利
益
を
い
う
が
、
そ
れ
は
（
も
ち
ろ
ん
そ
の
土
地
に
よ
り
け
り
だ

が
、
多
く
の
場
合
は
）
大
し
た
こ
と
な
い
の
で
は
な
い
か
。
負
動
産
な
ら
、
国
も
コ
ス
ト
を
か
け
て
ま
で
管
理
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
た
だ
置
い
て

お
く
だ
け
だ
ろ
う
。
土
地
所
有
権
放
棄
を
許
容
す
る
こ
と
の
真
の
ネ
ッ
ク
は
、
む
し
ろ
、
固
定
資
産
税
の
税
収
減
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
財
政
問
題

に
あ
る
よ
う
に
思
う
（
市
町
村
税
収
の
約
四
割
は
固
定
資
産
税
）。
土
地
所
有
権
放
棄
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
別
稿
に
よ
り
論
じ
た
い
。

(162
)
わ
が
国
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
と
異
な
り
、
土
地
の
所
有
権
放
棄
も
─
少
な
く
と
も
実
務
的
に
は
─
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
に
み
る

諸
方
策
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
土
地
に
つ
い
て
も
参
考
に
な
る
。

(163
)
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
全
員
の
合
意
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

e⑤31
Ｗ
Ｅ
Ｇ
四
条
に
よ
り
特
別
所
有
権
を
廃
止
す
る
と
い
う
方
策
も
あ
り
得
る
（
注
⛥
を

参
照
。）。
も
っ
と
も
、
自
分
の
特
別
所
有
権
だ
け
を
、
他
の
所
有
者
の
同
意
の
も
と
に
廃
止
さ
せ
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
、
自
分
だ
け
⽛
い
ち
抜
け

た
⽜
と
い
う
格
好
で
あ
っ
て
、
他
の
所
有
者
の
（
そ
れ
も
全
員
の
）
同
意
を
得
る
の
は
難
し
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。（
自
分
の
だ
け
で
は
な
く
）
全

員
の
特
別
所
有
権
の
廃
止
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
─
合
意
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
e⑦
全
員
が
一
緒
に
な
っ
て
の
所
有
権
放
棄
に
つ
き
全

員
の
合
意
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
同
様
に
可
能
で
あ
ろ
う
が
─
全
員
の
特
別
所
有
権
を
廃
止
し
て
も
普
通
の
持
分
共
同
関
係
に
移
行
す

る
だ
け
な
の
で
、
建
物
（
自
分
た
ち
の
共
有
物
）
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
依
然
残
り
、
実
際
上
の
意
味
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
（
負
担
を
逃
れ

よ
う
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
e⑦
所
有
権
放
棄
の
方
が
優
れ
て
い
る
。）。

(164
)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
不
動
産
の
国
庫
帰
属
を
国
（
財
務
局
）
が
受
け
入
れ
た
例
は
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
要
ら
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
ポ

イ
ッ
と
捨
て
れ
ば
、
す
ん
な
り
と
国
が
引
き
取
っ
て
く
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
（
拙
稿
・
前
掲
（
注
⚵
）
札
幌
学
院
法
学
三
四
巻
一
号
二
～

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）

七
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三
頁
）。

(165
)
国
か
ら
貸
付
け
を
受
け
て
い
た
国
有
地
を
国
に
返
還
す
る
に
際
し
、
地
上
の
（
老
朽
化
し
た
）
所
有
建
物
の
所
有
権
を
放
棄
し
て
国
に
帰
属
せ
し

め
て
、
解
体
費
用
の
出
費
を
免
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
（
拙
稿
・
前
掲
（
注
⚵
）
札
幌
学
院
法
学
三
四
巻
一
号
五
～
一
八
頁
）。

(166
)
伊
藤
昌
司
⽝
相
続
法
⽞（
平
成
一
四
年
、
有
斐
閣
）
二
一
頁
、
二
宮
周
平
⽝
家
族
法
（
新
法
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
⚙
）
第
⚕
版
⽞（
平
成
三
一
年
、
新

世
社
）
四
四
六
頁
。

(167
)
拙
稿
・
前
掲
（
注
⚶
）
札
幌
学
院
法
学
三
五
巻
二
号
一
～
一
三
頁
。
注
⚶
を
も
参
照
。

(168
)
拙
稿
・
前
掲
（
注
⚵
）
札
幌
学
院
法
学
三
四
巻
一
号
四
八
頁
。

(169
)
谷
口
知
平
・
久
貫
忠
彦
編
⽝
新
版
注
釈
民
法
⚬

相
続
⑵
⽞（
平
成
元
年
、
有
斐
閣
）
六
〇
四
頁
（
九
四
〇
条
の
注
釈
、
山
木
戸
克
己
・
宮
井
忠
夫

執
筆
）。

(170
)
前
掲
（
注
⟹169
）⽝
新
版
注
釈
民
法
⚬
⽞
六
〇
五
頁
（
九
四
〇
条
の
注
釈
、
山
木
戸
・
宮
井
執
筆
）。

(171
)
土
壌
が
汚
染
さ
れ
た
土
地
が
無
資
力
の
法
人
に
譲
渡
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
で
の
事
案
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
⒆
）
札
幌
学
院
法
学
三
〇
巻
二

号
一
七
頁
、
四
二
～
四
三
頁
注
八
六
。

(172
)
拙
稿
・
前
掲
（
注
⚵
）
札
幌
学
院
法
学
三
四
巻
一
号
四
七
頁
。

(173
)
https://w
w
w
.m
lit.go.jp/com
m
on/001290997.pdf

(174
)
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
と
高
さ
規
制
と
の
関
係
を
論
ず
る
鎌
野
・
前
掲
（
注
⒅
）
住
総
研
研
究
論
文
集
三
八
号
四
六
～
四
七
頁
の
指
摘
は
、
示
唆
に

富
む
。

(175
)
多
数
の
論
考
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
近
年
の
研
究
と
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
学
六
〇
号
（
北
海
道
大
会
特
集
号
）（
平
成
三
〇
年
）
一
〇
六
～
一
三

一
頁
所
収
の
⽛
第
五
分
科
会

区
分
所
有
関
係
の
解
消
制
度
の
課
題
と
提
言
内
容
⽜
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

(176
)
ド
イ
ツ
で
は
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
の
非
解
消
性
を
原
則
と
し
つ
つ
、
例
外
的
に
一
定
の
場
合
に
そ
の
廃
止
請
求
が
許
容
さ
れ
て
い
た
（
Ｗ
Ｅ

Ｇ
一
一
条
一
項
）（
三
⑴
）。
彼
地
に
お
い
て
、Ｗ
Ｅ
Ｇ
が
建
物
解
体
お
よ
び
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
解
消
に
非
常
に
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
課
し
て
い
て
、

そ
の
結
果
、
建
替
え
が
進
ま
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
Schm
id
(注
⛪
),ZfIR
2011,809,auch
812）
が
、
そ
れ
で
も
、
Ｗ
Ｅ
Ｇ
は
、
例

外
的
に
で
あ
れ
、
住
戸
所
有
者
共
同
関
係
を
解
消
す
る
余
地
を
認
め
る
。
わ
が
国
で
は
、
こ
の
間
、
被
災
マ
ン
シ
ョ
ン
再
建
特
措
法
や
マ
ン
シ
ョ
ン

建
替
え
円
滑
化
法
の
改
正
を
通
じ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
解
消
を
可
能
と
す
る
立
法
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
対
象
と
な
る
場
面
は
な
お
限
定
的

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）

七
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で
あ
る
。

(177
)
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
（
注
⛰
）⽝
新
版
注
釈
民
法
⑺
⽞
四
六
三
頁
（
二
五
五
条
の
注
釈
、
川
井
執
筆
）。

(178
)
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
⽝
法
典
調
査
会

民
法
議
事
速
記
録

二
（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
⚒
）⽞（
昭
和
五
九
年
、
商
事
法
務

研
究
会
）
九
二
頁
、⽛（
史
料
）
共
有
法
（
三
）⽜
民
商
法
雑
誌
一
〇
五
巻
五
号
（
平
成
四
年
）
一
二
〇
頁
。

(179
)
前
掲
（
注
⟹178
）⽝
法
典
調
査
会

民
法
議
事
速
記
録

二
⽞
九
五
頁
、
前
掲
（
注
⟹178
）
民
商
法
雑
誌
一
〇
五
巻
五
号
一
二
〇
頁
。

(180
)
前
掲
（
注
⟹178
）⽝
法
典
調
査
会

民
法
議
事
速
記
録

二
⽞
九
六
頁
、
前
掲
（
注
⟹178
）
民
商
法
雑
誌
一
〇
五
巻
五
号
一
二
〇
頁
。

(181
)
管
理
の
範
疇
を
超
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
の
で
、
管
理
組
合
と
は
別
に
、
法
人
化
さ
れ
た
解
消
組
合
的
な
も
の
を
用
意
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。

(182
)
斎
藤
広
子
⽛
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
空
き
家
予
防
と
活
用
、
計
画
的
解
消
の
た
め
に
⽜
浅
見
泰
司
編
著
⽝
都
市
の
空
閑
地
空
き
家
を
考
え
る
⽞（
平

成
二
六
年
、
プ
ロ
グ
レ
ス
）
一
八
一
頁
所
収
。

(183
)
将
来
に
お
い
て
マ
ン
シ
ョ
ン
を
解
体
し
て
更
地
に
な
っ
た
と
き
に
、
土
地
に
あ
る
程
度
大
き
な
価
値
を
見
込
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
織
り
込

ん
で
、
一
定
程
度
、
減
額
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

(184
)
相
続
放
棄
さ
れ
て
相
続
人
不
存
在
と
な
っ
て
も
、
法
的
に
は
相
続
財
産
法
人
が
所
有
者
で
あ
る
（
民
法
九
五
一
条
）
か
ら
、
所
有
者
不
明
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
相
続
財
産
の
管
理
人
が
選
任
さ
れ
な
け
れ
ば
、
請
求
の
相
手
に
で
き
る
人
が
い
な
い
の
で
、
事
実
上
、
所
有
者
不
明
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

(185
)
筆
者
が
別
稿
（
注
⚶
を
参
照
。）
で
紹
介
し
た
、
相
続
人
不
存
在
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
財
務
局
に
お
い
て
す
で
に
売
払
い
が

で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
物
件
の
明
細
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
塩
漬
け
に
な
り
か
ね
な
い

物
件
ば
か
り
で
あ
っ
た
印
象
が
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
国
の
負
担
は
永
遠
に
続
く
。

(186
)
朝
日
新
聞
令
和
元
年
五
月
一
〇
日
朝
刊
二
頁
⽛
マ
ン
シ
ョ
ン
解
体

い
ば
ら
道
⽜
は
、
所
有
者
全
員
が
合
意
し
た
う
え
で
、
追
加
負
担
な
し
で
解

体
で
き
た
新
潟
県
湯
沢
町
の
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
事
例
を
報
じ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
一
部
の
所
有
者
が
納
め
続
け
て
い
た
修
繕
積
立
金
が
使
わ

れ
ず
に
た
ま
っ
て
い
て
（
約
三
五
〇
〇
万
円
）、
た
ま
た
ま
解
体
資
金
を
確
保
で
き
た
こ
と
が
大
き
い
と
す
る
。
な
お
、
建
物
解
体
後
、
更
地
と
な
っ

た
敷
地
は
、
近
く
の
ペ
ン
シ
ョ
ン
経
営
者
に
五
〇
〇
万
円
で
買
っ
て
も
ら
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(187
)
朝
日
新
聞
令
和
元
年
五
月
二
八
日
北
海
道
本
社
朝
刊
二
三
頁
⽛
ビ
ル
解
体
に
1.3
億
円
⽜
は
、
北
海
道
室
蘭
市
が
、（
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
い
が
）
築

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）
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四
七
年
の
鉄
骨
造
り
四
階
建
て
の
空
き
ビ
ル
を
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
六
年
法
律
一
二
七
号
）（
以
下
、
空
家
特
措

法
と
表
記
す
る
。）
に
基
づ
き
略
式
代
執
行
に
よ
り
除
却
す
べ
く
、
事
業
費
一
億
三
六
四
〇
万
円
を
補
正
予
算
案
に
計
上
し
た
と
報
じ
る
。
ア
ス
ベ
ス

ト
飛
散
の
お
そ
れ
が
あ
っ
て
、
高
額
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(188
)
そ
の
意
味
で
は
、
単
純
に
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
が
希
望
さ
れ
る
局
面
（
土
地
が
価
値
を
失
い
、
土
地
を
⽛
捨
て
た
い
⽜。）
と
は
、
事
情
が

異
な
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
廃
止
で
き
る
か
が
焦
点
で
あ
っ
て
、
更
地
に
す
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
マ
ン
シ
ョ

ン
が
建
っ
て
い
た
ぐ
ら
い
の
土
地
な
の
で
、
土
地
そ
の
も
の
に
は
価
値
が
あ
っ
て
引
き
合
い
が
期
待
で
き
る
の
が
通
常
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
マ

ン
シ
ョ
ン
の
所
有
権
放
棄
と
は
、
建
物
を
、
ど
う
費
用
を
工
面
し
て
解
体
す
る
か
の
問
題
が
ク
リ
ア
で
き
な
い
た
め
に
、
価
値
あ
る
土
地
（
の
共
有

持
分
）
も
ろ
と
も
マ
ン
シ
ョ
ン
を
捨
て
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
を
ど
う
に
か
こ
う
に
か
解
体
す
る
こ
と
さ
え
で
き

れ
ば
、
上
物
な
し
の
価
値
あ
る
土
地
の
共
有
関
係
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
場
面
で
は
所
有
権
放
棄
の
需
要
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
は
、（
将
来
の
）
更
地
と
し
て
の
土
地
価
額
を
引
当
て
に
、
建
物
解
体
費
用
を
容
易
に
調
達
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
が
構
築
で
き
な

い
か
、
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
。
な
お
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
円
滑
化
法
の
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
に
よ
り
、
敷
地
を
含
め
て
マ

ン
シ
ョ
ン
を
一
棟
ま
る
ご
と
買
い
受
け
た
買
受
人
が
そ
の
費
用
負
担
の
も
と
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
解
体
す
る
こ
と
も
、（
敷
地
売
却
後
の
解
体
と
い
う

流
れ
で
は
あ
る
が
）
そ
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
適
用
は
、
耐
震
性
不
足
の
（
認
定
を
受
け
た
）
マ
ン
シ
ョ
ン
に
限
ら
れ
る
。
今

後
は
、
耐
震
性
に
問
題
が
な
く
て
も
、
社
会
的
に
寿
命
を
迎
え
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

(189
)
解
消
制
度
特
別
研
究
委
員
会
⽛
マ
ン
シ
ョ
ン
解
消
制
度
─
検
討
の
経
緯
と
提
言
─
（
第
⚕
分
科
会

区
分
所
有
関
係
の
解
消
制
度
の
課
題
と
提
言

内
容
）⽜
マ
ン
シ
ョ
ン
学
六
〇
号
（
平
成
三
〇
年
）
一
〇
八
頁
は
、
越
後
湯
沢
を
中
心
と
し
た
管
理
不
全
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
調
査
の
結
果
、
建

物
解
体
費
が
土
地
売
却
価
額
を
上
回
る
と
推
定
さ
れ
る
事
例
が
四
件
あ
っ
た
と
し
、
問
題
解
決
に
は
、
建
物
解
体
だ
け
で
な
く
、
ホ
テ
ル
等
へ
の
一

括
用
途
転
用
の
可
能
性
の
検
討
、
あ
る
い
は
、
戸
建
て
住
宅
の
空
家
特
措
法
に
準
じ
た
行
政
処
分
の
仕
組
み
が
必
要
と
す
る
。

(190
)
な
お
、
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模
修
繕
に
つ
い
て
、
山
岡
淳
一
郎
⽛
鍵
は
元
施
工
を
巻
き
込
め
る
か

タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模
修
繕

問
題
⽜
ア
エ
ラ
二
〇
一
七
年
五
月
二
九
日
号
（
平
成
二
九
年
）
二
二
～
二
三
頁
は
、
一
般
的
な
そ
れ
と
は
様
相
を
異
に
し
、
難
易
度
が
高
い
こ
と
を

指
摘
す
る
。

(191
)
⽛
負
動
産
と
富
動
産

損
し
な
い
見
分
け
方
（
特
集
）⽜
ア
エ
ラ
二
〇
一
九
年
四
月
二
二
日
号
（
平
成
三
一
年
）
一
〇
、
一
三
頁
は
、
地
方
だ
け
で

な
く
首
都
圏
で
も
、
不
動
産
の
優
勝
劣
敗
、
二
極
化
が
進
ん
で
い
て
、⽛
負
動
産
⽜
と
⽛
富
動
産
⽜
を
分
け
る
最
大
の
要
素
は
、
ど
の
エ
リ
ア
か
、
ど

マ
ン
シ
ョ
ン
は
所
有
権
放
棄
で
き
る
か
（
田
處

博
之
）
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の
駅
か
、
駅
か
ら
何
分
か
の
立
地
で
あ
る
と
す
る
。

(192
)
⽛
富
動
産
⽜
か
⽛
負
動
産
⽜
か
は
あ
る
程
度
、
流
動
的
で
あ
ろ
う
し
、
な
に
よ
り
、
上
物
が
な
く
な
っ
て
は
じ
め
て
敷
地
の
価
値
は
現
実
化
（
復
活
）

す
る
の
で
、
敷
地
の
地
価
に
頼
ら
ず
に
、
解
体
費
用
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

(193
)
タ
ダ
で
ポ
イ
す
る
こ
と
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
解
体
費
用
の
用
意
の
な
い
な
か
で
、
無
償
の
所
有
権
放
棄
を
認
め
る
こ
と
は
、
後
片
づ

け
せ
ず
に
自
分
だ
け
⽛
い
ち
抜
け
た
⽜
を
許
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
あ
と
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
行
く
末
を
考
え
る
と
（
筆
者
の
試
論
に
よ
れ
ば
所

有
権
放
棄
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
管
理
組
合
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
他
の
所
有
者
が
迷
惑
を
被
る
。）、
容
認
し
が
た
い
。

(194
)
制
度
設
計
に
際
し
、
一
番
の
ネ
ッ
ク
に
な
り
そ
う
な
の
は
、
す
で
に
販
売
済
み
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
解
体
準
備
金
を
徴

収
す
る
か
、
で
あ
ろ
う
。
ク
ル
マ
は
車
検
が
あ
る
の
で
、
そ
の
機
会
に
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
そ
う
は
い
か
な
い
。

ま
た
、
す
で
に
販
売
済
み
で
あ
る
か
ら
、
現
所
有
者
か
ら
あ
る
程
度
大
き
な
金
額
を
い
わ
ば
追
加
的
に
支
払
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
マ

ン
シ
ョ
ン
住
民
の
反
発
が
強
そ
う
で
あ
る
。
一
括
払
い
で
な
く
て
、
修
繕
積
立
金
に
な
ら
っ
て
月
々
で
払
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
負
担
感
を
軽
く

す
る
（
軽
く
見
せ
る
）
と
い
う
の
も
あ
り
得
る
が
、
高
経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
月
割
り
の
金
額
も
そ
れ
な
り
に
大
き
く
な
っ
て
、
負
担
感
軽
減
の
効

果
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
な
に
よ
り
、
総
額
は
変
わ
ら
な
い
。

(195
)
相
続
放
棄
さ
れ
て
国
庫
帰
属
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。（

令
和
元
年
五
月
三
一
日
脱
稿
)

札
幌
学
院
法
学
（
三
六
巻
一
号
）
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