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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
｜

田

處

博

之

一

は
じ
め
に

不
動
産
の
所
有
者
は
、
そ
の
所
有
権
を
放
棄
で
き

１
）

る
か
。

動
産
で
あ
れ
ば
そ
の
物
を
捨
て
れ
ば
所
有
権
を
放
棄
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
不
動
産
で
も
建
物
で
あ
れ
ば
、
取
り
壊
し
て
し
ま

え
ば
、
目
的
物
滅
失
に
よ
り
建
物
所
有
権
は
消
滅

２
）

す
る
の
で
、
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

３
）

き
る
。
問
題
は
土
地
で
あ
る
。
土
地
は
物
理
的
に
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
建
物
の
よ
う
に
解
体

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
建
物
で
あ
っ
て
も
、
区
分
所
有
建
物
に
つ
い
て
は
、
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

４
）

な
い
か
ら
、
や
は
り
所
有
権
放
棄
の
可
否
を
考
え
て
お
く
必
要
が

５
）

あ
る
。

）
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わ
が
民
法
は
、
所
有
者
の
な
い
不
動
産
は
国
の
所
有
に
属
す
る
と
す
る
（
二
三
九
条
二
項
）
が
、
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

６
）

な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
裁
判
例
や
学
説
が
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
（
や
そ
の
周
辺
問
題
）

に
つ
い
て
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

７
）

あ
る
。
わ
が
国
で
不
動

産
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
な
お
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
は
あ
る
が
、
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

８
）

あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
所
有
権
の
放
棄
と
は
、
な
ん
で
あ
る
か
。
一
般
に
、
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
て

９
）

い
る
。

だ
か
ら
、
本
稿
で
も
、
冒
頭
で
、
動
産
で
あ
れ
ば
そ
の
物
を
捨
て
れ
ば
所
有
権
を
放
棄
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
書
い
た
。
こ
の

こ
と
は
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
至
極
当
然
の
こ
と
だ
が
、
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う

に
も
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
、
そ
の
物
を
捨
て
れ
ば
（
占
有
を
放
棄
す
れ
ば
）
所
有
権
を
放
棄
し
た
と
い
え
そ
う
だ
が
、
A
そ
の

物
を
捨
て
な
が
ら
所
有
権
は
留
保
す
る
、
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
の
か
。
占
有
が
自
分
の
意
思
で
放
棄
さ
れ
れ
ば
、
必
ず
や
所
有
権
が

放
棄
さ
れ
た
と
み
る
の
か
ど
う
か
（
所
有
権
放
棄
な
し
に
占
有
を
放
棄
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
み
る
の
か
ど
う
か
）
の
問
題
で
あ

る
。
ま
た
、
逆
に
、
A
そ
の
物
を
捨
て
ず
に
、
所
有
権
だ
け
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、
所
有
権
を
放
棄
し
な
が

ら
、
占
有
は
留
保
す
る
こ
と
は
ア
リ
か
。
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
放
棄
を
必
須
と
す
る
の
か
ど
う
か
（
占
有
放
棄
な
し
の
所
有
権
放
棄
は

認
め
な
い
、
と
す
る
の
か
ど
う
か
）
の
問
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
A
所
有
権
放
棄
に
お
け
る
占
有
放
棄
の
位
置
付
け
問
題
は
、
B
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為
と
み
る
の
か
事
実
行
為
と
み
る

の
か
、
所
有
権
放
棄
行
為
の
法
的
性
質
の
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
所
有
権
の
放
棄
は
、
一
般
に
、
相

所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
（
田
處

博
之
）

）

二

二
〇
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手
方
の
な
い
単
独
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
法
律
行
為
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
」
す
る
場
面
を

想
起
す
る
と
、
そ
こ
で
は
、
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
法
律
行
為
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
事
実
行
為
と
し
て
「
ポ
イ
」
さ
れ
て

い
る
｜

物
を
壊
し
た
り
す
る
の
と
同
列
｜

と
み
る
の
が
素
直
な
よ
う
な
気
も
す
る
。
所
有
権
放
棄
の
本
質
は
、「
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
」な

の
か
、「
要
ら
な
い
と
意
思
表
示
す
る
こ
と
」な
の
か
。
B
所
有
権
放
棄
が
も
し
事
実
行
為
な
ら
、
A
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
放
棄
が
必
須

の
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
｜

と
い
う
よ
り
、
占
有
放
棄
そ
の
も
の
が
所
有
権
放
棄
（
占
有
放
棄＝

所
有
権
放
棄
）
と
さ
え
い
う
べ

き
か
｜

。

ま
た
、
C
所
有
者
が
そ
の
所
有
権
を
放
棄
で
き
る
と
い
う
と
き
、
こ
の
権
限
は
な
に
に
由
来
す
る
か
。
わ
が
民
法
は
、「
所
有
者
は
、
法

令
の
制
限
内
に
お
い
て
、
自
由
に
そ
の
所
有
物
の
使
用
、
収
益
及
び
処
分
を
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
す
る
（
二
〇
六
条
）。
放
棄
は
こ
の

う
ち
「
処
分
」
に
該
当
し
、
所
有
者
の
放
棄
「
権
限
」
は
同
条
に
根
拠
が
あ
る
、
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
C
一
般
に
、
同
条
に
い
う
「
処

分
」に
は
事
実
的
処
分
と
法
律
的
処
分
と
が
あ
り
、
事
実
的
処
分
は
物
を
物
理
的
に
毀
損
し
た
り
、
そ
の
性
質
を
変
更
す
る
こ
と
で
あ
り
、

法
律
的
処
分
は
譲
渡
や
担
保
設
定
等
の
取
引
上
・
法
律
上
の
処
分
行
為
を
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
説
明
さ

10
）

れ
る
。
C
放
棄
は
、
こ
こ
に
い

う
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
か
、
そ
れ
と
も
法
律
的
処
分
か
。
放
棄
が
法
律
行
為
で
あ
る
な
ら
法
律
的
処
分
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
で
は
な

く
て
事
実
行
為
で
あ
る
な
ら
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
B
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為
と
み
る
か
事
実
行
為
と
み
る

か
に
通
じ
る
問
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
民
法
二
〇
六
条
の
文
言
は
「
…
そ
の
所
有
物・
の
…
処
分
を
す
る
…
」
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
所
有
権
放
棄
と
は
、
厳
密
に

い
え
ば
、「
所
有
権
」
放
棄
で
は
な
く
て
、
所
有
「
物
」
の
放
棄
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
D
は
た
し
て
、
所
有
権
放
棄
は
、
物

に
対
す
る
「
所
有
権
」
の
放
棄
な
の
か
、「
物
」
の
放
棄
な
の
か
。
も
し
、
や
は
り
「
物
」
の
放
棄
で
は
な
く
て
、
物
に
対
す
る
「
所
有
権
」

の
放
棄
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
権
利
が
放
棄
（
な
い
し
、
広
く
に
は
処
分
）
で
き
る
こ
と
は
、
権
利
一
般
に
通
有
さ
れ
る
当
然
の
事
理
な

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）

）

三

二
〇
五



の
だ
か
ら
、
C
所
有
権
放
棄
は
、
所
有
権
の
行
使
と
し
て
（
同
条
に
挙
げ
ら
れ
た
処
分
権
限
の
行
使
と
し
て
）
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
べ

き
で
は
な
く
｜

つ
ま
り
、
所
有
権
放
棄
の
権
限
は
、
同
条
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
の
で
は
な
く
｜

、
お
よ
そ
権
利
な
る
も
の
は
、
権
利

者
に
お
い
て
一
般
に
処
分
可
能
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
の
が
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と

き
は
、
さ
ら
に
、
C
同
条
に
い
う
処
分
に
法
律
的
処
分
を
含
む
と
す
る
一
般
的
な
説
明
へ
の
疑
い
も
生
じ
て
く
る
。

と
り
と
め
の
な
い
疑
問
を
、
そ
れ
も
未
整
理
に
羅
列
し
て
し
ま
っ
た
が
、
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
の
可
否
を
論
じ
よ
う
と
す
る

な
ら
、
そ
れ
に
先
行
し
て
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
を
出
し
て
お
く
こ
と
に
、
一
定
の
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
B
所
有

権
放
棄
行
為
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
前
稿
で
は
、
一
般
的
な
説
明
に
し
た
が
い
、
相
手
方
の
な
い
単
独
行
為
と
す
る
の

11
）

み
で
、

検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
所
有
権
放
棄
が
や
は
り
法
律
行
為
で
あ
る
な
ら
、
た
と
え
ば
権
利
濫
用
（
民
法
一
条
三
項
）
や
公

序
良
俗
違
反
（
民
法
九
〇
条
）
な
ど
で
こ
れ
を
無
効
と
す
る
（
そ
う
す
る
こ
と
で
、
放
棄
（
を
試
み
た
）
者
の
所
有
者
と
し
て
の
地
位
を

存
続
せ
し
め
る
）
こ
と
が
可
能
だ
が
、
も
し
、
ま
っ
た
く
の
事
実
行
為
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
規
制
は
、
ど
の
よ
う
な
形

に
な
っ
て
こ
よ
う
か
（
事
実
行
為
に
有
効
・
無
効
を
い
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
刑
罰
や
行
政
上
の
取
締
り
に

よ
る
し
か
な
い
の
か
、
等
々
）。
ま
た
、
C
所
有
権
放
棄
を
所
有
者
の
「
処
分
」
権
能
（
民
法
二
〇
六
条
）
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
み

る
と
き
は
、
こ
れ
に
対
す
る
制
約
は
所
有
権
行
使
に
対
す
る
も
の
と
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
所
有
権
放
棄
を
所
有
権
の
行
使
と

し
て
で
は
な
く
て
、
一
般
の
権
利
処
分
の
一
つ
と
み
る
と
き
は
、
こ
れ
に
対
す
る
制
約
は
、
権
利
放
棄
行
為
一
般
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、

そ
の
あ
り
様
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
ぶ
ん
に
頭
の
体
操
的
で
、
実
益
的
意
味
に
乏
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
稿
の
足
ら
ざ

る
と
こ
ろ
を
補
充
す
る
意
味
で
本
稿
を
公
に
す
る
次
第
で
あ
る
。

以
下
、
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
、
A
占
有
放
棄
と
の
関
係（
二
）、
B
法
律
行
為
か
事
実
行
為
か（
三
）、
C
権
限
の
由
縁（
四
）、
D「
物
」

の
放
棄
か
、
物
に
対
す
る
「
所
有
権
」
の
放
棄
か
（
五
）、
と
分
説
し
て
い
く
。

）

四

二
〇
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そ
こ
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
ド
イ
ツ
で
の
議
論
も
参
照
す
る
。
わ
が
民
法
と
異
な
り
、
ド
イ
ツ
で
は
民
法
（B

u
rg
erlich

es G
esetz-

b
u
ch
.

以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
表
記
す
る
。）
に
、
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
明
文
規
定
が
置
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に

条
文
か
ら
一
定
の
態
度
が
読
み
取
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
く
て
も
議
論
の
蓄
積
が
、
わ
が
国
以
上
に
豊
富
に
み
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

二

占
有
放
棄
と
の
関
係

A
所
有
権
放
棄
に
お
い
て
、
占
有
放
棄
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
。
こ
の
問
題
は
、
A
占
有
が
自
分
の
意
思
で
放
棄
さ
れ
れ

ば
、
必
ず
や
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
み
る
の
か
ど
う
か
（
占
有
を
放
棄
し
な
が
ら
所
有
権
は
留
保
す
る
、
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
、

と
み
る
の
か
ど
う
か
）
の
問
題
と
、
逆
に
、
A
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
放
棄
を
必
須
と
す
る
の
か
ど
う
か
（
占
有
放
棄
な
し
の
所
有
権
放

棄
は
認
め
な
い
、
と
す
る
の
か
ど
う
か
）
の
問
題
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

占
有
を
放
棄
す
れ
ば
所
有
権
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
？

A
占
有
放
棄
↓
即
、
所
有
権
放
棄
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
多
分
に
意
思
解
釈
の
問
題
と
い
え
よ
う
。
一
般
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
所
有
権
の
放
棄
に
は
、
占
有
の
放
棄
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

12
）

れ
る
。
そ
う

す
る
と
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
物
を
ゴ
ミ
箱
へ
捨
て
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
」は
、
要
ら
な
い
と
し
か
み
れ
な
い
わ

13
）

け
で
、

こ
の
場
面
で
は
占
有
放
棄
↓
即
、
所
有
権
放
棄
と
確
か
に
い
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
物
を
道
端
に
放
置
す
る
と
か
、
不
動
産
か
ら

立
ち
去
る
と
い
っ
た
場
面
を
考
え
て
み
る
と
、
取
り
に
戻
る
つ
も
り
が
ま
っ
た
く
な
い
と
か
、
そ
の
不
動
産
に
帰
来
す
る
つ
も
り
が
ま
っ

）

五
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た
く
な
い
と
い
っ
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
所
有
権
放
棄
を
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
道
端
に
放
置
と
い
っ
て
も
、
重
い
の
で
そ
こ
に
置
い

た
だ
け
で
あ
と
で
取
り
に
戻
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
置
き
忘
れ
た
だ
け
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
ま
た
、
不
動
産

か
ら
立
ち
去
っ
て
も
、
い
ず
れ
帰
来
す
る
意
思
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
」と
は
異
な
り
、
こ
う
し
た
場
面
で
は
、
所
有

権
放
棄
の
趣
旨
を
当
然
に
見
て
取
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
（
そ
も
そ
も
占
有
放
棄
と
認
め
難
い
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
り
に

占
有
放
棄
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
所
有
権
放
棄
の
趣
旨
を
み
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。）。
と
す
る
と
、
占
有

放
棄
↓
即
、
所
有
権
放
棄
と
常
に
み
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
占
有
が
放
棄
さ
れ
て
も
所
有
権
は
留
保
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
学
説
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
い
い
難
い
が
、
そ
れ
で
も
、

若
干
の
言
及
を
（
古
い
も
の
に
限
ら
れ
る
が
）
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
末
弘
嚴
太
郎
は
、
大
正
一
〇
年
に
著
書
『
物
權
法
』

の
な
か
で
、
所
持
放
棄
行
為
は
必
ず
や
常
に
放
棄
意
思
の
表
示
行
為
で
あ
る
と
は
認
め
が
た
い

14
）

と
し
、
松
岡
義
正
も
、
昭
和
五
年
に
著
書

『
民
法
論
』の
な
か
で
、
海
上
の
危
険
に
遭
遇
し
た
た
め
船
上
よ
り
投
棄
し
た
貨
物
は
、
占
有
者
な
き
動
産
と
な
る
が
、
無
主
の
動
産
に
は

な
ら
な
い
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、
占
有
放
棄
の
一
事
で
所
有
権
は
喪
失
し
な
い
と

15
）
16
）

す
る
。

ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
の
明
文
規
定
が
置
か
れ
て
い
て
、
所
有
権
放
棄
が
（

17
）

土
地
で
あ
る
と
動

産
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
）
可
能
で
あ
る
こ
と
が
｜

わ
が
国
に
お
け
る
と
異
な
り
｜

条
文
上
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
土
地
で
は
、

所
有
権
放
棄
は
土
地
登
記
所
に
対
し
て
す
る
放
棄
の
意
思
表
示
と
登
記
と
に
よ
っ
て
さ
れ
る
の
で
、
占
有
放
棄
い
か
ん
は
意
味
を
も
た
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
動
産
で
は
、
占
有
放
棄
が
所
有
権
放
棄
の
要
件
と
な
っ
て
い
て
、
A
占
有
放
棄
な
し
の
所
有
権
放
棄
は
あ
り
得
な

い
が
、
逆
に
、
A
占
有
を
放
棄
し
た
だ
け
で
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
は
、
ド
イ
ツ
で
も
や
は
り
問
題
と
な
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
規
定
の
文
言
を
こ
こ
で
み
て
お
こ
う
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
所
有
権
の
章
の
第
二
節
「
不
動
産
所
有
権
の
取
得
お
よ
び
喪
失
」
の
な
か

）
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で
、
以
下
の
と
お
り
規
定
す
る
。

九
二
八
条

所
有
権
放
棄
、
国
庫
の
先
占

１

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
。

２

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
。

ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
所
有
権
の
章
の
第
三
節
「
動
産
所
有
権
の
取
得
お
よ
び
喪
失
」
第
五
款
「
先
占
」
の
な
か
で
、
以
下
の
と
お
り
規

定
す
る
。

九
五
八
条

無
主
の
動
産
に
つ
い
て
の
所
有
権
取
得

１

無
主
の
動
産
を
自
主
占
有
し
た
者
は
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。

２

先
占
が
法
律
上
禁
止
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、
占
有
取
得
に
よ
っ
て
他
人
の
先
占
権
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
は
、
所
有
権
は
取
得

さ
れ
な
い
。

九
五
九
条

所
有
権
の
放
棄

動
産
は
、
所
有
者
が
所
有
権
を
放
棄
す
る
意
思
で
そ
の
占
有
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
無
主
と
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
土
地
所
有
権
放
棄
に
占
有
放
棄
い
か
ん
が
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
が
条
文
上
明
ら
か
で
あ
り
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

九
二
八
条
一
項
）、
土
地
に
つ
い
て
A
占
有
を
放
棄
し
て
も
、
所
有
権
を
放
棄
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
今
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
で
も
、
土
地
が
事
実
上
放
棄
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
所
有
者
の
放
棄
意
思
が
い
か
に
疑
い
な
く
と
も
、
所
有
権
は
消
滅
し
な
い
こ
と
が
い

わ

18
）

れ
る
。
同
条
の
基
礎
と
な
っ
た
一
八
八
七
年
の
第
一
草
案
八
七
二
条
も
、
所
有
権
放
棄
の
成
否
を
占
有
放
棄
の
有
無
に
か
か
わ
ら
し
め

て
い
な

19
）

か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
同
草
案
の
理
由
書
は
、

土
地
所
有
権
の
譲
渡
に
占
有
の
放
棄
が
必
要
と
さ
れ
な
い
の
に
、
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
こ
の
要
件
を
立
て
る
の
は
適
切
で
な
い

だ
ろ
う
。
所
有
者
が
自
分
の
権
利
を
手
放
す
決
意
を
、
土
地
に
対
す
る
事
実
上
の
行
為
を
通
じ
て
表
明
す
る
こ
と
で
、
す
で
に
所
有

権
喪
失
が
可
能
と
さ
れ
る
な
ら
、
所
有
権
は
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
一
つ
に
は
、
熟
慮
せ
ず
軽
率
に
所
有
権
を
放
棄

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
も
う
一
つ
に
は
、
実
際
に
所
有
権
放
棄
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
疑
問
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

行
為
を
要
式
化
し
て
、
所
有
権
放
棄
表
示
は
土
地
登
記
所
で
行
い
、
土
地
登
記
簿
に
そ
れ
を
登
記
す
る
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
、

と

20
）

す
る
。

も
っ
と
も
、
土
地
所
有
権
放
棄
か
ら
占
有
放
棄
と
い
う
事
実
的
要
素
を
取
り
除
い
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
異
論
も
な
く
は
な
か
っ
た
。

事
実
上
放
棄
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
土
地
は
、（
土
地
所
有
権
放
棄
の
要
件
で
あ
る
所
有
権
放
棄
表
示
と
そ
の
登
記
と
い
う
手
順
が
踏
ま
れ
て

い
な
い
以
上
、）所
有
権
放
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
参
議
院
に
お
い
て
、
バ
イ
エ
ル
ン

は
動
議
を
提
出
し
て
、
土
地
が
事
実
上
放
棄
さ
れ
た
事
例
を
考
慮
し
な
い
ま
ま
に
置
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
い
わ
く
、

た
し
か
に
、
草
案
は
、
土
地
所
有
権
取
得
の
形
式
に
つ
い
て
の
諸
規
定
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
事
実
上
に
だ
け
放
棄
さ
れ

た
土
地
を
も
可
能
な
か
ぎ
り
す
み
や
か
に
、
き
ち
ん
と
し
た
管
理
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
が
国
土
開
発
に
か
な
う
。
管
理
さ
れ
ず
、
二
、

）
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三
年
来
、
土
地
税
が
納
付
さ
れ
て
い
な
い
土
地
を
没
収
す
る
権
限
を
財
政
官
庁
に
認
め
る
ラ
ン
ト
立
法
は
、
効
力
を
失
わ
な
い
と
す

る
の
が
、
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
ろ
う
、

21
）

と
。占

有
放
棄
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
、
国
へ
の
帰
属
を
可
能
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
こ
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
動
議
は
、
し
か
し
、
公
法
上
の

問
題
で
あ
っ
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
な
ど
と
指
摘
さ

22
）

れ
て
、
立
法
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

で
は
、
動
産
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
九
条
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
A
動
産
所
有
権
の
放
棄
で
は
占
有
の
放
棄
が
要
件
と
な

る
（
占
有
放
棄
な
し
の
動
産
所
有
権
放
棄
は
認
め
ら
れ
な
い
。）
が
、
動
産
に
つ
い
て
A
占
有
が
放
棄
さ
れ
れ
ば
、
所
有
権
も
放
棄
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
か
。
同
条
の
基
礎
と
な
っ
た
第
一
草
案
九
〇

23
）

四
条
に
つ
い
て
、
同
草
案
の
理
由
書
は
、

占
有
の
放
棄
は
、
所
有
権
放
棄
を
必
然
的
に
含
む
わ
け
で
は
な
い
。
所
有
権
を
放
棄
す
る
意
思
表
示
に
は
占
有
を
放
棄
す
る
意
思

表
示
を
必
然
的
に
含
む
が
、
そ
の
逆
は
い
え
な
い
、

と

24
）

す
る
。
今
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
も
、
占
有
放
棄
か
ら
所
有
権
放
棄
の
意
思
を
推
論
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
事
情
に
よ
る
と

す
る
記
述
が
み
ら

25
）

れ
る
。

⑵

所
有
権
を
放
棄
す
る
に
は
占
有
を
も
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
？

A
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
放
棄
が
必
須
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
よ
く
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
民
法
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
富

井
正
章
は
、
明
治
三
九
年
に
著
書
『
民
法
原
論
』
の
な
か
で
、
所
有
権
放
棄
は
通
常
、
所
有
物
の
遺
棄
に
よ
り
成
立
す
る
と

26
）

す
る
。
こ
れ

が
必
ず
や
占
有
放
棄
を
要
す
る
と
す
る
趣
旨
か
ど
う
か
は
、（
通
常
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で
）明
ら
か
で
な
い
が
、
所
有
権
放
棄

）
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に
は
占
有
放
棄
を
要
す
る
と
明
言
す
る
学
説
は
確
か
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
島
玉
吉
は
、
大
正
三
年
に
著
書
『
民
法
釋
義
』
の
な

か
で
、
ま
ず
動
産
所
有
権
の
放
棄
に
つ
い
て
、
相
手
方
の
な
い
意
思
表
示
だ
が
占
有
放
棄
を
要
し
、
要
物
行
為
で
あ
る
と
し
（
相
手
方
の

な
い
行
為
で
あ
っ
て
し
か
も
対
世
的
効
力
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
、
一
般
人
に
認
識
可
能
な
外
形
的
表
象
を
要
す
る
か
ら
。
そ
し
て
、
こ
れ

が
従
来
の
通
説
で
あ
る
と
す
る
。）、
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
に
つ
い
て
も
同
様
と

27
）

す
る
。
吉
田
久
も
、
昭
和
四
年
に
著
書
『
民
法
提
要
』

の
な
か
で
、所
有
権
放
棄
に
は
物
の
占
有
の
廃
罷
を
要
す
る（
占
有
が
継
続
す
る
の
に
無
主
物
と
み
る
の
は
法
律
観
念
に
合
わ
な
い
）

28
）

と
し
、

ま
た
、
舟
橋
諄
一
も
、
昭
和
三
五
年
に
著
書
『
物
権
法
』
の
な
か
で
、
所
有
権
放
棄
は
相
手
方
の
な
い
単
独
行
為
だ
が
、
所
有
権
の
よ
う

に
占
有
を
と
も
な
う
べ
き
物
権
に
つ
い
て
占
有
を
有
す
る
と
き
は
、
放
棄
の
意
思
表
示
の
ほ
か
に
占
有
の
放
棄
を
要
す
る
と
し
、
こ
の
趣

旨
は
逆
の
形
で
、
動
産
の
無
主
物
先
占
（
民
法
二
三
九
条
一
項
）
や
遺
失
物
拾
得
（
民
法
二
四
〇
、
二
四
一
条
）
が
占
有
取
得
を
要
件
と

し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
と

29
）
30
）

す
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
放
棄
を
要
し
な
い
と
明
言
す
る
学
説
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
山
下
博
章
は
、

昭
和
二
年
に
著
書
『
物
權
法
論
』
の
な
か
で
、
所
有
権
放
棄
を
所
有
物
の
遺
棄
に
よ
り
成
立
す
る
要
物
行
為
と
理
解
す
る
の
は
正
し
く
な

く
、
一
般
人
に
認
識
可
能
な
外
形
的
表
象
を
要
す
る
と
い
う
な
ら
、
所
有
権
放
棄
の
広
告
で
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
と
し
、
占
有
を
保
持
し

な
が
ら
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
稀
で
は
あ
る
が
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
例
と
し
て
、
鉄
く
ず
等
を
手
許
に
置
き
な
が
ら
所
有
権
を

放
棄
し
て
、
希
望
者
が
持
っ
て
行
く
の
に
委
ね
る
こ
と
で
、
運
び
出
し
て
廃
棄
す
る
手
数
を
省
こ
う
と
い
う
場
合
。）と

31
）

す
る
。
沼
義
雄
も
、

昭
和
八
年
に
著
書
『
綜
合
日
本
民
法
論
』
の
な
か
で
、
所
有
権
放
棄
は
占
有
放
棄
を
と
も
な
う
の
が
通
常
だ
が
、
必
ず
占
有
放
棄
に
よ
っ

て
成
立
す
る
と
す
る
の
は
正
当
で
な
い
と

32
）
33
）

す
る
。
我
妻
榮
が
昭
和
二
七
年
に
著
書
『
物
權
法
』
の
な
か
で
、
物
権
の
放
棄
は
単
独
行
為
で

あ
り
、
所
有
権
や
占
有
権
の
放
棄
は
「
占
有
の
放
棄
そ
の
他
に
よ
っ
て
」
放
棄
の
意
思
が
表
示
さ
れ
れ
ば
よ
い
と

34
）

し
て
、
占
有
放
棄
を
必

須
と
し
な
い
が
ご
と
き
に
い
う
（「
そ
の
他
に
よ
っ
て
」
と
い
う
わ
け
だ
か
ら
）
の
は
、
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 ）
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〇

二
一
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さ
ら
に
、
動
産
と
不
動
産
と
で
扱
い
を
異
に
す
る
学
説
も
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
川
名
兼
四
郎
は
、
大
正
四
年
に
著
書
『
物
權
法
要

論
』
の
な
か
で
、
動
産
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
を
消
滅
せ
し
め
る
意
思
と
占
有
放
棄
の
事
実
と
の
両
方
が
な
い
と
所
有
権
の
放
棄
に
な
ら

な
い
と
し
て
、
占
有
放
棄
を
要
求
す
る
一
方
で
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
意
思
表
示
だ
け
で
足
り
、
占
有
の
放
棄
は
要
件
で
な
い

35
）

と
し
、
石

田
文
次
郎
も
、
昭
和
七
年
に
著
書
『
物
權
法
論
』
の
な
か
で
、
動
産
に
つ
い
て
は
放
棄
の
意
思
表
示
の
他
に
物
の
遺
棄
が
必
要
だ
が
、
不

動
産
に
つ
い
て
は
意
思
表
示
だ
け
で
で
き
る
と

36
）

す
る
。

か
つ
て
は
こ
の
よ
う
に
占
有
放
棄
の
要
否
に
つ
き
見
解
の
対
立
さ
え
み
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
現
在
で
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
く
な
っ

て
お
り
、
注
釈
書
や
ご
く
一
部
の
概
説
書
に
若
干
の
言
及
が
み
ら
れ
る
に
と
ど

37
）

ま
る
。

ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
⑴
に
み
た
よ
う
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
て
、
す
な
わ
ち
、
動
産
所
有

権
の
放
棄
で
は
占
有
放
棄
を
要
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
九
条
）、
土
地
所
有
権
の
放
棄
で
は
占
有
放
棄
を
要
し
な
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
一
項
）

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。動
産
と
不
動
産
と
で
扱
い
を
異
に
す
る
右
の
学
説
は
、こ
う
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
立
場
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
い
え

38
）

よ
う

が
、
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
動
産
と
土
地
と
で
占
有
放
棄
の
要
否
に
つ
き
扱
い
が
異
に
さ
れ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
か
ら
か
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
の
制
定
は
大
き
く
い
え
ば
、
一
八
八
〇
年
の
ヨ
ホ
ゥ
に
よ
る
物
権
法
部
分
草
案
一
二
八
条
↓
一
八
八
七
年
の
第
一
草

案
八
七
二
条
↓
一
八
九
五
年
の
第
二
草
案
八
四
一
条
と
い
う
過
程
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
が
、
物
権
法
部
分
草
案
一
二
八
条
は
、
そ
の
一

項
に
お
い
て
、

従
来
の
所
有
者
が
所
有
権
を
手
放
す
意
図
で
占
有
を
放
棄
し
た
土
地
は
、
そ
の
所
在
す
る
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
に
帰
属
す
る
、

と
し
て

39
）

い
て
、
｜

Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
異
な
り
｜

土
地
所
有
権
放
棄
に
占
有
放
棄
を
要
求
し
て
い
た
。
当
時
、
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
土
地
所
有
権

放
棄
に
占
有
放
棄
を
要
求
し
な
い
法
制
も

40
）

あ
っ
た
が
、
同
草
案
の
理
由
書
は
、
こ
う
し
た
立
場
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
放
棄
か
ら
事
実
的
要

）

一
一

二
一
三

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）



素
が
取
り
除
か
れ
、
所
有
者
は
土
地
を
去
る
こ
と
な
く
所
有
権
を
放
棄
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
①
所
有
権
放
棄
の
伝
統
的
概
念
か

ら
断
絶
し
て
い
る
（
こ
の
断
絶
に
よ
る
利
点
も
見
ら
れ
な
い
）
こ
と
、
②
土
地
を
放
棄
す
る
と
い
う
所
有
者
の
決
意
が
、
一
時
的
な
困
難

で
は
な
く
、
当
該
土
地
を
保
有
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
の
十
分
な
保
障
が
な
い
こ
と
か
ら
、
懸
念
が
あ
る
と

し
た
の
で

41
）

あ
る
。

占
有
が
放
棄
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
、
所
有
権
放
棄
を
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
ヨ
ホ
ゥ
の
こ
う
し
た
立
場
は
、
し
か
し
、
第

一
草
案
に
よ
っ
て
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
⑴
に
み
た
よ
う
に
、
第
一
草
案
八
七
二
条
は
、
所
有
権
放
棄
の
成
否
を
占
有
放
棄
の
有
無
に

か
か
ら
し
め
る
こ
と
を
否
定
し
、
占
有
放
棄
は
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
要
件
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
土
地
所
有
権
の
放
棄
に
占
有
放

棄
を
要
し
な
い
こ
と
は
、
今
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
も
疑
わ
れ
て
い

42
）

な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
動
産
所
有
権
放
棄
で
は
、
一
八
八
〇
年
の
ヨ
ホ
ゥ
に
よ
る
物
権
法
部
分
草
案
一
五
七
条
が
、
土
地
所
有
権
放
棄
に
お

け
る
と
同
様
に
占
有
放
棄
を
要
求
し
て

43
）

い
た
の
を
、
一
八
八
七
年
の
第
一
草
案
九
〇
四
条
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
九
条
と

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
第
一
草
案
の
理
由
書
は
、

ラ
イ
ヒ
で
通
用
す
る
諸
法
す
べ
て
に
お
い
て
、
動
産
の
所
有
権
放
棄
に
は
、
従
来
の
所
有
者
の
所
有
権
放
棄
に
向
け
ら
れ
た
意
思

が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
所
有
権
放
棄
意
思
が
、
物
と
実
際
に
訣
別
す
る
こ
と
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
本
草
案
は
こ
れ
に
与
す
る
、

と

44
）

す
る
。

こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
か
ら
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
動
産
所
有
権
放
棄
に
つ
き
占
有
放
棄
を
必
須
と
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
ち
な
み
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

は
、
動
産
所
有
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
立
要
件
と
し
て
引
渡
し
を
求
め
て
い
て（
九
二
九
条
）、
わ
が
民
法
が
引
渡
し
を
求
め
つ

つ
も
対
抗
要
件
と
し
て
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
（
一
七
八
条
）
の
と
異
な
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
引
渡
し
を
欠
け
ば
所
有
権
が
移
転
し
な
い
も
の

）
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と
さ
れ
る
。
こ
の
引
渡
（tra

d
itio

）
主
義
に
規
定
さ
れ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
動
産
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
も
占
有
放
棄
を
要
求
し
た
と
み
る

こ
と
が
で

45
）

き
る
。

三

所
有
権
放
棄
は
法
律
行
為
か
事
実
行
為
か
？

一
に
み
た
よ
う
に
、
一
般
に
、
B
所
有
権
放
棄
は
、
相
手
方
の
な
い
単
独
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
法
律
行
為
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

今
日
で
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
争
い
を
み
な
い
が
、
し
か
し
、
か
つ
て
は
、
所
有
権
放
棄
は
法
律
行
為
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
、
遊
佐
慶
夫
は
、
大
正
八
年
に
著
書
『
民
法
概
論
』
の
な
か
で
、
所
有
権
放
棄
は
所
有
物
を
事
実
上
遺
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

法
律
効
果
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
生
じ
る
の
で
は
な
い
の
で
、
法
律
行
為
で
は
な
い

46
）

と
し
、
吉
田
久
も
、
昭
和
四
年
に
著
書

『
民
法
提
要
』の
な
か
で
、
こ
れ
を
承
け
て
で
あ
ろ
う
か
、
所
有
権
放
棄
は
放
棄
の
意
思
を
も
っ
て
物
の
占
有
を
廃
罷
す
る
こ
と
が
必
要
で
、

放
棄
の
意
思
が
表
示
さ
れ
て
も
物
の
占
有
が
廃
罷
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
放
棄
に
な
ら
な
い
の
で
、
所
有
権
放
棄
は
意
思
表
示
を
要
し
な
い

か
ら
法
律
行
為
で
な
い
と
学
者
は
解
し
て
い
る
と

47
）

す
る
。
沼
義
雄
も
、
昭
和
八
年
に
著
書
『
綜
合
日
本
民
法
論
』
の
な
か
で
、
所
有
権
放

棄
は
、
所
有
権
喪
失
と
い
う
効
果
を
欲
す
る
意
思
の
表
示
を
必
要
と
せ
ず
、
通
常
、
物
の
遺
棄
に
よ
り
こ
の
意
思
が
実
現
さ
れ
る
の
で
、

法
律
行
為
で
な
い
と

48
）

す
る
。
民
法
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
富
井
正
章
も
、
明
治
三
九
年
に
著
書
『
民
法
原
論
』
の
な
か
で
、
所
有
権
放
棄

は
通
常
、
一
定
の
人
に
対
し
て
す
る
の
で
は
な
く
、
所
有
物
の
遺
棄
に
よ
っ
て
成
立
し
、
遺
棄
は
法
律
行
為
で
な
い
と
し
て

49
）

い
た
。
こ
う

し
た
学
説
状
況
を
み
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
我
妻
榮
は
、
昭
和
四
年
に
著
書
『
物
權
法
』
の
な
か
で
、
自
身
は
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為

と
解
し
つ
つ
も
、
法
律
行
為
で
な
い
と
す
る
の
が
む
し
ろ
多
数
か
も
し
れ
な
い
と

50
）

す
る
。

そ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
過
が
あ
っ
て
、
法
律
行
為
と
解
す
る
の
が
一
般
に
な
っ
た
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
B
所
有
権

）
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放
棄
を（
法
律
行
為
で
な
く
）事
実
行
為
と
み
る
立
場
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
A
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
放
棄
を
必
須
と
す
る
立
場（
も
っ

と
い
う
と
、
所
有
権
放
棄
を
物
の
放
棄
そ
の
も
の
と
み
る
理
解
が
そ
の
基
礎
に
あ
る
や
に
感
じ
ら
れ
る
。）に
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
根
拠
の

な
い
ま
っ
た
く
の
憶
測
だ
が
、
A
所
有
権
放
棄
に
占
有
放
棄
を
必
須
と
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
B
所
有
権
放
棄
を
事
実
行
為
と
み
る
必

然
性
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
B
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為
と
み
つ
つ
、
占
有
放
棄
を
要
す
る
要

物
行
為
で
あ
る
と
解
釈
す
る
途
は
あ
る
わ
け
で
、
実
際
、
二
⑵
に
み
た
よ
う
に
、
A
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
放
棄
を
要
す
る
と
す
る
立
場

が
比
較
的
近
年
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
は
所
有
権
放
棄
は
法
律
行
為
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で

51
）

あ
る
。

と
す
れ
ば
、
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
B
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為
と
み
る
こ
と
で
よ
い
よ
う
に
も
思
わ

52
）

れ
る
（
A
要
物
行
為

と
し
て
占
有
放
棄
を
要
求
す
る
か
ど
う
か
は
、
ど
ち
ら
も
あ
り
得
る
に
し
て
も
。）。
し
か
し
な
お
、
こ
こ
で
、
民
法
二
〇
六
条
に
規
定
さ

れ
る
所
有
者
の
処
分
権
能
に
つ
い
て
、
み
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
同
条
に
い
う
「
処
分
」
の
意
義
に
つ
い
て
一
般
に
説
明
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
B
所
有
権
放
棄
の
性
格
づ
け
に
は
、
や
は
り
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か

ら
で
あ
る
。

民
法
二
〇
六
条
は
、「
所
有
者
は
、
法
令
の
制
限
内
に
お
い
て
、
自
由
に
そ
の
所
有
物
の
使
用
、
収
益
及
び
処
分
を
す
る
権
利
を
有
す
る
」

と
規
定
す
る
。
こ
の
う
ち
処
分
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
C
処
分
に
は
二
種
が
、
す
な
わ

ち
、
⑴
事
実
的
処
分
と
⑵
法
律
的
処
分
と
が
あ
り
、
⑴
は
物
を
物
理
的
に
毀
損
し
た
り
、
そ
の
性
質
を
変
更
す
る
こ
と
で
あ
り
、
⑵
は
譲

渡
や
担
保
設
定
等
の
取
引
上
・
法
律
上
の
処
分
行
為
を
す
る
こ
と
で

53
）

あ
る
、
と
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
一
部
の
概
説
書
で
は
、
放
棄
が
処

分
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

54
）

い
て
、
そ
こ
で
は
、
C
⑴
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
の
例
と
し
て
放
棄
を
挙
げ
る
も
の
と
、
⑵
法
律
的
処

分
と
し
て
放
棄
を
挙
げ
る
も
の
と
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
野
裕
之
は
法
律
上
の
処
分
と
し
て「
放
棄（
所
有
権
の
放
棄
）、

）
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譲
渡
、
担
保
権
の
設
定
な
ど
」
と

55
）

い
い
、
荒
川
重
勝
・
下
村
正
明
は
法
律
的
処
分
と
し
て
「
権
利
の
譲
渡
・
放
棄
等
」
と

56
）

い
い
、
水
津
太

郎
は
権
利
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
法
律
的
に
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
「
所
有
権
の
譲
渡
・
放
棄
、
地
上
権
・
抵
当
権
の
設
定
な
ど
」
と

57
）

い
う
。

放
棄
を
処
分
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
概
説
書
の
う
ち
、こ
の
よ
う
に
⑵
法
律
的
処
分
と
し
て
放
棄
を
挙
げ
る

58
）

も
の
は
、
｜

網
羅
的
に
み
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
根
拠
の
な
い
あ
く
ま
で
印
象
だ
が
｜

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
少
数
で
、
む
し
ろ
、
⑴
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と

し
て
放
棄
を
挙
げ
る
も
の
の
方
が
比
較
的
多
数
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
物
理
的
処
分
と
し
て
、
稲
本
洋
之

助
は
「
消
費
、
改
変
、
破
毀
、
放
棄

59
）

…
」
と
、
原
田
純
孝
は
「
消
費
・
改
造
・
毀
滅
・
放
棄
な

60
）

ど
」
と
、
秋
山
靖
浩
は
「
消
費
・
改
造
の

他
、
放
棄
や
損
傷
も
含
む
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ

61
）

い
う
。
後
者
の
、
放
棄
を
⑵
法
律
的
処
分
で
は
な
く
、
⑴
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
に
位
置

付
け
る

62
）

立
場
は
、
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
B
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為
で
は
な
く
事
実
行
為
と
み
て
い
る
よ
う
に
み
え
る（
だ
か
ら
こ
そ
、

放
棄
を
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
み
る
の
だ
ろ
う
。）。

あ
る
い
は
、
後
者
の
、
C
放
棄
を
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
処
分
の
う
ち
、
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
み
る
立
場
は
、（
不
動
産
で
は
な

く
）
動
産
の
所
有
権
放
棄
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
放
棄
さ
れ
る
の
が
動

産
で
あ
る
と
き
は
、
そ
う
し
た
説
明
は
シ
ッ
ク
リ
く
る
。「
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
」す
る
場
面
を
想
起
す
る
と
、
そ
こ
で
は
、
一
で
も
書
い
た
よ

う
に
、
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
法
律
行
為
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
事
実
行
為
と
し
て
「
ポ
イ
」
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
が
素

直
な
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
で
あ
る
｜

物
を
壊
し
て
し
ま
う
の
と
同
列
だ
ろ
う
｜

。
こ
れ
に
対
し
て
、
放
棄
さ
れ
る
の
が
不
動
産
で
あ

る
と
き
は
ど
う
か
。
動
産
同
様
に
、
⑴
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
し
て
の
放
棄
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
不
動
産
（
土
地
）
を
物
理

的
に
捨
て
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
す
れ
ば
（「
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
」
で
き
る
の
は
動
産
だ
け
。
建
物
で
あ
れ
ば
解
体
し
て
動
産
に
し
た
う
え
で

「
ポ
イ
」で
き
る
が
。）、
こ
ち
ら
は
ム
リ
っ
ぽ
い
。
右
に
み
た
、
後
者
の
、
所
有
権
放
棄
を
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
処
分
の
う
ち
、
事
実
的

（
物
理
的
）処
分
と
み
る
立
場
は
、
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
の
こ
と
を
視
野
に
入
れ
ず
に
、
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

）
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と
す
る
と
、
不
動
産
の
放
棄
で
は
、
む
し
ろ
、
⑵
法
律
的
処
分
と
し
て
の
放
棄
を
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
。
否
、
し
か
し

こ
れ
も
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
か
ら
立
ち
去
る
と
い
う
や
り
方
で
の
「
捨
て
る
」
な
ら
、
不
動
産
で
も
あ
り
得
る
（
実
は
動
産
で
も
、

「
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
」
で
は
な
く
、
そ
こ
に
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
い
う
や
り
方
で
の
「
捨
て
る
」
が
あ
る
。）。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
不
動

産
で
も
、
⑴
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
し
て
の
放
棄
を
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
、
C
放
棄
を
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
処
分
の
う
ち
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
の
例
と
し
て
挙
げ
る
概
説
書
が
そ
れ
な
り

の
数
、
み
ら
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
現
時
に
お
い
て
も
｜

動
産
だ
け
で
な
く
不
動
産
も
含
め
て
｜

B
所
有
権
放
棄
を
、
む
し

ろ
法
律
行
為
で
は
な
く
、
事
実
行
為
と
性
格
づ
け
る
こ
と
が
、
十
分
成
り
立
ち
得
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

結
局
、
所
有
権
放
棄
の
本
質
は
、「
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
」
な
の
か
、「
要
ら
な
い
と
意
思
表
示
す
る
こ
と
」
な
の
か
。

あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
両
方
な
の
か
。
す
な
わ
ち
、
B
所
有
権
放
棄
は
法
律
行
為
と
し
て
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
事
実
行
為
と

し
て
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
法
律
行
為
で
も
事
実
行
為
で
も
ど
ち
ら
も
あ
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
清
水
元
は
、
平

成
二
二
年
に
著
書
『
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
民
法

物
権
法

第
二
版
』
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
。
清
水
い
わ
く
、

「
所
有
者
が
そ
の
所
有
物
を
海
中
に
投
棄
し
た
り
、
置
き
棄
て
に
す
る
等
、
事
実
行
為
に
よ
っ
て
無
主
物
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
意
思

表
示
に
よ
り
物
権
を
放
棄
す
る
こ
と
も
可
能
で

63
）

あ
る
」、
と
。
こ
の
よ
う
に
事
実
行
為
と
し
て
の
放
棄
と
法
律
行
為
と
し
て
の
放
棄
と
を
区

別
す
る
考
え
方
は
古
く
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
薬
師
寺
志
光
は
、
昭
和
三
七
年
に
著
書
『
日
本
物
権
法
新
講
』
に
お
い
て
、「
法
律
行
為
と

し
て
の
所
有
権
の
放
棄
」
と
「
事
実
行
為
と
し
て
の
所
有
の
放
棄
」
と
を
区
別
す
る
考
え
方
の
当
否
を
論
じ
て

64
）

い
る
。
す
な
わ
ち
、
薬
師

寺
い
わ
く
、
あ
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
所
有
の
放
棄
を
無
主
物
の
先
占
に
対
応
さ
せ
、
無
主
物
先
占
は
、
無
主
物
に
対
し
て
所
有
者
と
し

て
の
実
力
を
取
得
す
る
事
実
行
為
で
あ
り
（
そ
の
効
果
と
し
て
所
有
権
が
取
得
さ
れ
る
。）、
今
度
は
、
こ
の
所
有
者
と
し
て
の
実
力
を
放

）
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棄
す
る
所
有
放
棄
（
こ
れ
も
事
実
行
為
で
あ
る
。）
に
よ
り
所
有
権
が
消
滅
し
て
、
以
前
の
無
主
物
に
復
帰
す
る
と

65
）

さ
れ
、
こ
の
見
解
が
許

さ
れ
る
な
ら
、
｜

占
有
権
に
お
い
て
、
法
律
行
為
と
し
て
の
占
有
権
放
棄
と
事
実
行
為
と
し
て
の
占
有
放
棄（
占
有
意
思
の
放
棄
ま
た
は

所
持
の
放
棄
）
と
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
占
有
権
の
消
滅
が
可
能
な
の
と
同
じ
よ
う
に
｜

所
有
権
で
も
、
法
律
行
為
と
し
て
の
所
有
権

の
放
棄
と
事
実
行
為
と
し
て
の
所
有
の
放
棄
と
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
所
有
権
の
消
滅
が
可
能
と
な
ろ
う
が
、
わ
が
民
法
は
後
者
に
よ
る

所
有
権
の
消
滅
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
所
有
放
棄
説
は
妥
当
で
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
A
占
有
放
棄
↓
即
、
所
有
権
放
棄
と
解
す
べ
き
で
な
か
っ
た
の
は
、
要
ら
な
い
と
い
う
意
思
を
欠
か
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
捨
て
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
当
然
に
所
有
権
放
棄
が
あ
っ
た
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
所
有
権
放
棄
が
あ
っ
た
と

す
る
た
め
に
は
、
所
有
権
放
棄
の
意
思
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
、
所
有
権
放
棄
は
、
意
思
表
示
を
要

素
と
す
る
法
律
行
為
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
薬
師
寺
志
光
が
い
う
よ
う
に
、
事
実
行
為
と
し
て
の
所
有
の
放
棄
と
い
う
概
念
は
、

放
棄
の
意
思
を
と
も
な
わ
な
い
で
い
い
と
す
る
趣
旨
な
ら
、
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
物
を
壊
す
の
と
物
を
放
棄
す
る
の
と
は
、
や
は
り

違
う
。
物
を
壊
す
場
合
で
あ
れ
ば
、
所
有
権
が
客
体
を
失
う
の
で
、
所
有
権
は
消
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
所
有
者
に
所
有
権
消
滅
を
欲
す

る
意
思
が
、
か
り
に
な
く
て
も
）。
し
か
し
、
放
棄
で
は
、
客
体
で
あ
る
物
は
な
お
存
在
す
る
の
で
、
物
を
壊
す
場
合
と
は
異
な
り
、（
物

を
放
棄
し
た
だ
け
で
は
）
所
有
権
消
滅
を
当
然
に
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
所
有
権
消
滅
を
欲
す
る
意
思
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ

る
。ド

イ
ツ
で
は
ど
う
で
あ
る
か
。
不
動
産
の
所
有
権
放
棄
が
法
律
行
為
で
あ
る
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
一
項
の
文
言
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
動
産
の
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
は
、
法
律
行
為
と
み
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
き
、
か
つ
て
は
争
い
が
あ
っ
た
よ

う
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
草
案
の
理
由
書
は
、
こ
れ
を
決
し
な
い
と
し
て

66
）

い
た
が
、
今
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
は
、
動
産
所
有
権
の
放
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棄
も
法
律
行
為
で
あ
る
と

67
）

す
る
。

四

所
有
権
を
放
棄
す
る
権
限
の
由
縁
｜

所
有
権
放
棄
は
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
処
分
か
？
｜

三
で
は
、
B
所
有
権
放
棄
の
法
的
性
質
を
み
る
に
際
し
、
所
有
権
放
棄
が
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
「
処
分
」
に
あ
た
る
こ
と
を
前
提
に
、

C
こ
れ
を
「
処
分
」
の
う
ち
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
み
る
べ
き
か
、
法
律
的
処
分
と
み
る
べ
き
か
を
み
た
。
C
同
条
に
い
う
「
処
分
」

に
は
、
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
、
譲
渡
な
ど
の
法
律
的
処
分
と
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
今
や
、
概
説
書
な
ど
に
普
通
に
み
ら
れ
る
一

般
的
な
説
明
で

68
）

あ
る
が
、
し
か
し
、
歴
史
的
に
み
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
然
で
は
な
い
。

民
法
起
草
委
員
で
あ
る
梅
謙
次

や
富
井
政
章
は
、
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
処
分
は
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
だ
け
で
あ
り
、
法
律
的

処
分
を
含
ま
な
い
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
梅
は
、
明
治
二
九
年
に
著
書
『
民
法
要
義
』
の
な
か
で
、
処
分
の
意
義
は
往
々
に
し
て
誤

解
さ
れ
て
、
権
利
の
譲
渡
や
放
棄
が
処
分
と
さ
れ
て
い
る
が
正
し
く
な
く
、
所
有
権
は
物
の
上
に
存
す
る
権
利
な
の
で
、「
所
有
者
が
物
を

処
分
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
い
え
ば
、
物
を
毀
損
し
た
り
そ
の
性
質
を
変
更
す
る
な
ど
、
物
を
意
の
如
く
処
置
す
る
こ
と
を
い
い
、
同

条
に
い
う
処
分
は
、
権
利
の
譲
渡
や
放
棄
の
意
味
を
も
た
な
い
（
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
い
と
、
ほ
と
ん
ど
の
財
産
権
は
、
譲
渡
・
放
棄
で

き
る
の
で
、
処
分
権
を
そ
の
構
成
分
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。）
と

69
）

す
る
。
富
井
も
、
明
治
三
九
年
に
著
書
『
民
法
原
論
』
の
な
か

で
、
同
条
に
い
う
処
分
と
は
、
物
の
実
質
を
変
更
し
ま
た
は
そ
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
毀
損
・
消
費
す
る
と
い
っ
た
事
実
上
の
処
分
を

い
い
、
所
有
者
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
他
に
、
所
有
物
を
他
人
に
譲
渡
し
た
り
、
所
有
物
に
質
権
そ
の
他
の
物
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
そ
う
し
た
法
律
上
の
処
分
（
所
有
権
そ
の
も
の
の
処
分
）
が
で
き
る
こ
と
を
所
有
権
の
性
質
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
（
お
よ
そ

財
産
権
は
処
分
で
き
る
の
が
原
則
な
の
で
。）
と

70
）

す
る
。
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民
法
二
〇
六
条
に
い
う
「
処
分
」
に
法
律
的
処
分
を
含
ま
な
い
と
す
る
こ
う
し
た
立
場
が
、
か
つ
て
は
、
む
し
ろ
多
数
で
あ
っ
た
。
加

古
貞
太

は
、
明
治
三
三
年
に
民
法
質
疑
録
の
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
同
条
に
い
う
「
所
有
物
の
処
分
」
と
は
、

物
の
性
質
を
変
更
し
、
毀
損
し
も
し
く
は
破
壊
す
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
な
い
と
、
法
文
は
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
、
な
ぜ
な
ら
、
同
条

は
所
有
権
を
定
義
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
所
有
権
が
他
の
財
産
権
と
く
に
所
有
権
以
外
の
物
権
と
異
質
な
性
質
は
こ
の
処
分
権
に
あ
り
、

同
条
で
特
に
明
規
し
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
も
し
同
条
の
処
分
が
権
利
の
処
分
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
財
産
権
は
処
分
権
を
そ
の
構
成
分
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
所
有
権
を
定
義
し
た
同
条
は
無
意
味
に
帰
し
て
し
ま

71
）

う
、
と
。
横
田
秀
雄
も
、
明
治
四
二
年
に
著
書
『
物
權
法
』
の
な
か
で
、
法
律
上
の
処
分
行
為
は
所
有
権
の
内
容
に
関
す
る
も
の
で
は
な

く
そ
の
外
包
に
属
し
、
所
有
権
に
固
有
な
性
質
で
は
な
く
財
産
権
一
般
に
共
通
す
る
性
質
で
あ
る
か
ら
、
同
条
に
い
う
「
処
分
」
と
は
有

形
的
処
分
行
為
で
あ
っ
て
法
律
上
の
処
分
行
為
を
含
ま
な
い
と

72
）

す
る
。
さ
ら
に
、
吉
田
久
も
、
昭
和
四
年
に
著
書
『
民
法
提
要
』
の
な
か

で
、
法
律
上
の
処
分
、
す
な
わ
ち
所
有
権
を
譲
渡
し
た
り
制
限
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
所
有
権
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
物

権
に
も
存
す
る
現
象
な
の
で
、
所
有
権
の
性
質
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
、
ま
た
、
同
条
は
使
用
・
収
益
・
処
分
と
い
う
が
、
使
用
・
収

益
の
多
く
は
事
実
行
為
で
あ
っ
て
法
律
行
為
で
は
な
い
の
で
、
処
分
も
事
実
上
の
処
分
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と

73
）
74
）

す
る
。

ま
た
、（
所
有
権
に
つ
い
て
で
は
な
く
）
権
利
一
般
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
末
川
博
は
、
昭
和
三
年
に
「
私
権
の
行
使
」
と
題
す
る
論
説

の
な
か
で
、
権
利
の
処
分
が
、（
権
利
内
容
を
現
実
化
す
る
過
程
と
し
て
の
）権
利
行
使
と
い
え
る
か
、
つ
ま
り
権
利
を
処
分
で
き
る
と
い

う
こ
と
は
権
利
の
内
容
に
属
す
る
か
を
論
じ
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
処
分
さ
れ
る
客
体
が
同
時
に

自
ら
を
処
分
し
得
る
力
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
投
げ
ら
れ
る
石
が
こ
れ
を
投
げ
る
手
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
と
等
し
く
論
理

的
に
許
さ
れ
な
い
、
権
利
を
処
分
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
い
わ
ば
必
然
的
な
力
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、

権
利
の
内
容
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
権
利
を
有
す
る
者
に
普
遍
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
権
利
の
処
分
（
譲
渡
だ

）
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け
で
な
く
廃
棄
や
制
限
、
内
容
変
更
も
）は
権
利
行
使
と
は
い
え
な
い
と

75
）

す
る
。
於
保
不
二
雄
も
、
昭
和
八
年
に「
授
權（E

rm
a
ch
tig
u
n
g

）

に
就
て
」
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
こ
れ
を
支
持
し
て
、
譲
渡
さ
れ
る
も
の
が
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
そ
れ
自
体

論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
な
ど
と

76
）

す
る
。

そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
経
過
で
、
民
法
二
〇
六
条
の
処
分
は
法
律
的
処
分
も
含
む
と
す
る
反
対
説
が
通
説
化
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
か

つ
て
の
通
説
を
支
持
す
る
立
場
も
、
そ
の
後
、
少
数
説
な
が
ら
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
広
中
俊
雄
は
、
昭
和
五
四
年
に
著
書『
物
権
法
』

の
な
か
で
、
さ
き
の
梅
謙
次

の
説
明
を
引
用
し
て
、
物
の
事
実
的
処
分
を
す
る
権
能
は
、
抵
当
権
や
地
上
権
、
賃
借
権
に
は
な
く
、
た

だ
所
有
権
の
内
容
に
と
ど
ま
る
と
し
て
、
梅
の
説
明
を
正
当
と
し
、
同
条
に
い
う
処
分
は
建
物
を
取
り
壊
す
な
ど
の
事
実
的
処
分
を
意
味

す
る
と

77
）

す
る
。

そ
し
て
、
近
年
は
、
こ
う
し
た
か
つ
て
の
通
説
を
支
持
す
る
論
者
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
水
津
太
郎
は
、
平
成
二
二
年
に
共

著
書
『
新
民
法
講
義
２

物
権
・
担
保
物
権
法
』
の
な
か
で
、
同
条
に
い
う
「
処
分
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
⒜
権
利
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
法
律
的
に
処
理
す
る
こ
と
と
、
⒝
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
物
理
的
に
処
理
す
る
こ
と
の
二
義
が
考
え
ら
れ
、
通
説

は
⒜
と
⒝
の
双
方
を
含
む
と
す
る
が
、
反
対
説
も
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
⒜
の
み
を
挙
げ
る
見
解
は
不
当
で
あ
る
（
物
理
的
処
理
を
否
定
す

る
の
は
不
適
切
だ
し
、「
処
分
」に
こ
れ
を
含
め
る
の
が
文
理
上
も
っ
と
も
素
直
な
の
で
。）、
⒝
の
み
と
す
る
見
解
は
、
処
分
さ
れ
る
も
の

（
所
有
権
）
が
同
時
に
処
分
す
る
も
の
（
所
有
権
）
で
あ
る
と
い
う
論
理
的
矛
盾
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
債
権
・
形
成
権
な
ど
の
よ
う
な

財
産
権
一
般
の
処
分
の
理
論
を
構
築
す
る
契
機
を
含
む
と

78
）

す
る
。
水
津
は
、
平
成
二
七
年
に
も
「
物
権
的
請
求
権
と
無
体
的
利
益
」
と
題

す
る
論
説
の
な
か
で
、
同
条
の
「
処
分
」
と
は
、
条
文
上
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
物
」
の
処
分
で
あ
っ
て
（
物
理
的
処
分
）、「
権
利
」
の
処

分
（
法
律
的
処
分
）
を
含
ま
な
い
、
所
有
権
を
処
分
す
る
力
が
処
分
さ
れ
る
所
有
権
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
論
理
矛
盾
で
あ
っ

て
、
所
有
権
を
処
分
す
る
力
は
、
所
有
権
の
外
に
、
す
な
わ
ち
、
物
の
上
の
所
有
権
が
所
有
者
に
属
し
て
い
る
こ
と（
帰
属
）、
所
有
者
が

）

二
〇

二
二
二
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所
有
権
を
「
有
し
て
い
る
」
こ
と
（
所
有
）
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
、
所
有
権
に
か
か
る
処
分
権
限
は
、
同
条
に
い
う
「
処
分
」
で
は
な

く
、
所
有
権
の
「
帰
属
」
や
「
所
有
」
に
由
来
す
る
と

79
）

す
る
。
ま
た
、
平
野
裕
之
も
、
平
成
二
三
年
に
著
書
『
コ
ア
・
テ
キ
ス
ト

民
法

物
権
法
』
の
な
か
で
、
同
条
の
所
有
権
の
内
容
と
し
て
の
「
処
分
」
は
物
を
物
理
的
に
処
分
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

譲
渡
し
た
り
抵
当
権
な
ど
制
限
物
権
を
設
定
す
る
な
ど
の
法
的
な
処
分
は
、
す
べ
て
の
財
産
権
に
共
通
の
、
財
産
権
の
「
帰
属
」
者
に
は

そ
の
財
産
権
の
処
分
権
（
そ
の
財
産
権
を
放
棄
・
譲
渡
で
き
る
な
ど
）
が
帰
属
す
る
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

財
産
権
の
処
分
は
「
帰
属
」
概
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、「
帰
属
」
概
念
の
代
用
と
し
て
所
有
権
概
念
を
拡
張
す
る
の
は
、

所
有
権
と
い
う
財
産
権
に
所
有
権
が
さ
ら
に
成
立
す
る
と
い
う
説
明
に
な
っ
て
し
ま
い
、
適
切
で
な
い
と

80
）

す
る
。
さ
ら
に
、
森
田
宏
樹
も
、

平
成
二
七
年
に
「
処
分
権
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
所
有
権
な
い
し
財
産
権
の
内
容
を
、
当
該
権
利
の
客
体

か
ら
の
排
他
的
な
利
益
享
受
と
捉
え
る
と
き
は
、
当
該
権
利
の
法
的
処
分
権
は
、
そ
の
内
容
を
構
成
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
法

的
処
分
権
は
、
当
該
財
産
権
の
法
主
体
へ
の
排
他
的
帰
属
関
係
の
構
成
要
素
で
あ
る
と

81
）

す
る
。

ド
イ
ツ
で
わ
が
民
法
二
〇
六
条
に
相
当
す
る
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
で

82
）

あ
る
。
今
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
の
同
条
の
注
釈

を
み
る
か
ぎ
り
、
わ
が
国
で
概
説
書
な
ど
に
み
ら
れ
る
の
と
同
様
の
説
明
が
さ
れ
る
の
み
で（
な
お
、
そ
こ
で
は
、
放
棄
は
、
事
実
的（
物

理
的
）
処
分
で
は
な
く
法
律
的
処
分
と
位
置
付
け
ら
れ
て

83
）

い
る
。）、
所
有
者
の
権
能
に
法
律
的
処
分
が
含
ま
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
認
識

さ
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。

）
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五

「
物
」
の
放
棄
か
、
物
に
対
す
る
「
所
有
権
」
の
放
棄
か
？

最
後
の
問
い
に
移
ろ
う
。
D
放
棄
さ
れ
る
の
は
「
物
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
物
に
対
す
る
「
所
有
権
」
な
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
放

棄
に
限
ら
ず
、
譲
渡
そ
の
他
、
処
分
一
般
に
つ
い
て
問
題
と
な
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
物
を
売
り
買
い
し
た
と
き
に
、「
物
」が
譲
渡
さ
れ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
物
に
対
す
る
「
所
有
権
」
が
譲
渡
さ
れ
る
の
か
。
森
田
宏
樹
は
、
平
成
二
六
年
に
「
財
の
無
体
化
と
財
の
法
」
と

題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
所
有
権
」
概
念
に
つ
い
て
の
理
解
を
紹
介
し
て
、
⑴
所
有
権
を
、
物
か
ら
そ
の
「
有
用

性
」
を
引
き
出
す
権
能
と
し
て
、
そ
の
客
体
面
か
ら
理
解
す
る
古
典
的
理
解
（
客
観
的
理
解
）
と
、
⑵
所
有
権
の
再
定
義
を
主
張
し
て
、

所
有
権
を
、
人
に
物
が
排
他
的
に
帰
属
す
る
「
関
係
」
と
し
て
、
そ
の
主
体
面
か
ら
理
解
す
る
近
時
の
有
力
説
（
主
観
的
理
解
）
と
が
あ

り
、
物
が
譲
渡
さ
れ
た
と
き
に
、
前
者
の
客
観
的
理
解
か
ら
は
、
処
分
の
客
体
と
し
て
所
有
権
が
移
転
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
に
対

し
、
後
者
の
主
観
的
理
解
か
ら
は
、
所
有
権
が
移
転
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
客
体
で
あ
る
財
産
が
移
転
す
る
（
譲
渡
人
へ
の
帰
属
関
係

が
消
滅
し
、
譲
受
人
へ
の
帰
属
関
係
が
新
た
に
成
立
す
る
）
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
わ
が
民
法
に
お
け
る
通
常
の
理
解
は
、
前
者
の
客
観

的
理
解
と
さ
ほ
ど
相
違
が
な
い
と

84
）

す
る
。
水
津
太
郎
も
、
平
成
二
六
年
に
「
民
法
体
系
と
物
概
念
」
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ

の
カ
ー
ル
・
ラ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
る

85
）

定
式
を
援
用
し
て
、
処
分
の
対
象
は
権
利
で
あ
る
（
支
配
権
の
対
象
が
物
で
あ
る
）
と

86
）

す
る
。「
物
」
の

移
転
で
は
な
く
、
物
に
対
す
る
「
所
有
権
」
の
移
転
と
み
る
こ
と
は
、
わ
が
民
法
が
、
売
買
に
お
い
て
、
売
主
の
財
産
権
（
所
有
権
が
代

表
例
）
移
転
義
務
を
い
う
（
五
〇
五
条
）
こ
と
と
も
符
合
し
よ
う
。

三
や
四
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
と
も
、
突
き
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
所
有
権
放
棄
の
位
置
付
け
は
、
(α)
民
法
二
〇
六
条
に
い
う

処
分
の
う
ち
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
か
、
(β)
同
条
に
い
う
処
分
の
う
ち
法
律
的
処
分
か
、
(γ)
右
の
い
ず
れ
で
も
な
く
（
同
条
に
い
う
処

）

二
二

二
二
四

所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
（
田
處

博
之
）



分
、
所
有
権
行
使
と
し
て
の
物
の
処
分
に
は
そ
も
そ
も
あ
た
ら
ず
）、
所
有
権
の
処
分（
財
産
権
の
一
つ
で
あ
る
所
有
権
そ
の
も
の
の
処
分
）

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
(α)
と
(β)
は
D
「
物
」
の
放
棄
と
み
る
も
の
で
あ
り
、
(γ)
は
D
「
物
」
の
放
棄
で
は
な
く
物
に
対
す
る

「
所
有
権
」
の
放
棄
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
四
に
み
た
よ
う
に
、
か
つ
て
の
通
説
（
近
時
の
有
力
説
）
に
よ
れ
ば
、
C
所
有
権
を
譲
渡
し
た

り
放
棄
し
た
り
す
る
所
有
権
の
処
分
（
法
律
的
処
分
）
は
、
同
条
に
い
う
「
処
分
」
に
入
ら
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
、
(β)
は
成
り
立
た
な
い
。

現
時
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
C
所
有
権
の
処
分
も
同
条
に
い
う
「
処
分
」
に
入
る
と
さ
れ
る
の
で
、
(β)
は
あ
り
得
る
。

あ
と
は
、
B
放
棄
を
事
実
行
為
と
み
る
か
法
律
行
為
と
み
る
か
で
あ
る
。
三
に
み
た
よ
う
に
、
放
棄
を
事
実
行
為
と
み
る
の
な
ら
、
(α)

民
法
二
〇
六
条
に
い
う
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
み
る
こ
と
に
な
る
（
物
を
壊
し
た
り
す
る
の
と
同
じ
）。
逆
に
、
放
棄
を
法
律
行
為
と

み
る
の
な
ら
、
放
棄
は
(β)
同
条
に
い
う
法
律
的
処
分
と
み
る
か
、
(γ)
同
条
に
い
う
処
分
に
は
そ
も
そ
も
あ
た
ら
ず
、
所
有
権
の
処
分
と
み

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
三
で
の
考
察
の
一
応
の
結
論
と
し
て
は
、
や
は
り
、
所
有
権
消
滅
の
効
果
が
生
じ
る
に
は
、「
要
ら
な
い
」と

い
う
意
思
の
存
在
と
、
そ
の
（
黙
示
的
で
あ
れ
）
表
示
を
要
し
、
所
有
権
放
棄
は
譲
渡
な
ど
と
同
様
、
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
法
律
行

為
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

と
す
る
と
、
(α)
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
C
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
処
分
に
は

法
律
的
処
分
を
含
ま
な
い
と
す
る
か
つ
て
の
通
説
（
近
時
の
有
力
説
）
に
よ
る
と
き
は
（
(β)
同
条
に
い
う
法
律
的
処
分
と
み
る
余
地
は
な

い
か
ら
）、
(γ)
所
有
権
の
処
分
と
み
る
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
、
D
放
棄
さ
れ
る
の
は
「
物
」
で
は
な
く
、
物
に
対
す
る
「
所
有
権
」
と
み
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
C
法
律
的
処
分
も
同
条
に
い
う
処
分
に
含
ま
れ
る
と
す
る
現
時
の
通
説
に
よ
る
と
き
は
、
(β)
同
条
に
い

う
法
律
的
処
分
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
、
す
な
わ
ち
、
D
放
棄
さ
れ
る
の
は
「
物
」
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。

）

二
三

二
二
五

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）



六

む
す
び
に
代
え
て

所
有
権
の
放
棄
と
は
、
結
局
、
な
ん
で
あ
る
か
。
あ
ま
り
自
信
は
な
い
が
、
筆
者
な
り
の
一
応
の
結
論
を
示
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で

普
通
に
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
所
有
権
放
棄
は
、
B
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
法
律
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
い
い
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
は
、（
動
産
を
）ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
す
る
よ
う
な
、
一
見
、
事
実
行
為
で
あ
る
か
に
見
え
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
で
あ
る
。
物
を
捨
て
た

だ
け
で
当
然
に
所
有
権
放
棄
が
あ
っ
た
、
と
常
に
い
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
黙
示
的
で
構
わ
な
い
に
し
て
も
、
所
有
権
放
棄

の
意
思
表
示
が
や
は
り
必
要
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
A
占
有
放
棄
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
占
有
を
放
棄
す
れ
ば
必
ず
や
所

有
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
放
棄
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

C
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
処
分
と
の
関
係
で
は
、
放
棄
（
よ
り
一
般
的
に
は
、
譲
渡
を
含
め
て
権
利
の
処
分
一
般
）
を
同
条
に
い
う
法

律
的
処
分
と
み
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
か
。
こ
れ
を
許
さ
れ
な
い
と
す
る
か
つ
て
の
通
説（
近
時
の
有
力
説
）の
指
摘
は
も
っ
と
も
で
あ
っ

て
、
正
確
さ
を
期
す
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
所
有
者
が
所
有
す
る
物
（
の
所

有
権
）
を
譲
渡
や
放
棄
で
き
る
（
処
分
で
き
る
）
こ
と
自
体
に
違
い
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
所
有
権
の
一
権
能
と
み
る
べ
き
で
な

い
と
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
実
質
的
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
の
濫
用
等
に
対
す
る
制
約
を
考
え
る
際
に
も
、
権
利
処
分
行
為
一
般
に
対

す
る
も
の
と
し
て
よ
り
、
所
有
権
行
使
に
対
す
る
も
の
と
捉
え
る
方
が
、
よ
り
実
体
に
即
し
た
判
断
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
（
本
稿
で

は
、
そ
の
検
討
を
な
し
得
な
か
っ
た
が
。）。

以
上
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
従
来
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
ま
っ
た
く
変
わ
り
映
え
し
な
い
結
論
で
は
あ
る
が
、
所

有
権
放
棄
は
、
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
法
律
行
為
で
あ
り
、
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
処
分
の
、
そ
れ
も
法
律
的
処
分
の
一
で
あ
る
と
い

）

二
四

二
二
六

所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
（
田
處

博
之
）



う
こ
と
に
な
る
。

注

１
）

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
。

２
）

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
（
舟
橋
諄
一
・
徳
本
鎭
編
『
新
版
注
釈
民
法
⑹

物
権
⑴

補
訂
版
』（
平
成
二
一
年
、
有
斐
閣
）
七
八
二
頁
（
一
七
九
条
の
注
釈
、
徳
本
鎭
執
筆
））。

３
）

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
⑵
）『
新
版
注
釈
民
法
⑹

補
訂
版
』
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
。

４
）

建
替
え
で
は
区
分
所
有
者
お
よ
び
議
決
権
の
五
分
の
四
以
上
の
賛
成
を
要
し
（
区
分
所
有
法
六
二
条
一
項
）、
取
り
壊
す
だ
け
（
建
て
替
え
な
い
）

な
ら
区
分
所
有
者
全
員
の
合
意
が
要
る
。
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
）
一
〇
、
一

一
条
は
、
大
規
模
一
部
滅
失
の
場
合
（
区
分
所
有
法
六
一
条
五
項
）
に
、
多
数
決
に
よ
る
建
物
取
壊
し
を
可
能
と
し
て
い
る
。

５
）

不
動
産
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
を
論
じ
る
意
義
に
つ
き
、
拙
著
「
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
」
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
（
平
成
二

五
年
）
一
〜
二
頁
。

６
）

そ
も
そ
も
、
わ
が
民
法
で
は
、
不
動
産
に
か
ぎ
ら
ず
一
般
に（
不
動
産
で
あ
る
と
動
産
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
）、
物
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
が
可
能

か
ど
う
か
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
二
三
年
の
旧
民
法
は
、
財
産
編
四
二
条
五
号
に
お
い
て
、「
物
ヲ
處
分
ス
ル
能
力
ア
ル
所
有
者
ノ
任
意
ノ
遺

棄
」
に
よ
り
所
有
権
は
消
滅
す
る
と
規
定
し
て
い
た
が
、
現
民
法
に
は
引
き
継
が
れ
て
い
な
い
。

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
、
そ
の
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

）

二
五

二
二
七

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）



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
（
川
島
武
宜
・
川
井
健
編
『
新
版
注
釈
民
法
⑺

物
権
⑵
』（
平
成
一
九
年
、
有
斐
閣
）
九
六
〇
頁
（
二
八
七
条
の
注
釈
、
中
尾
英

俊
執
筆
））。

７
）

拙
稿
・
前
掲
（
注
⑸
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
一
〜
二
八
頁
。

８
）

先
行
研
究
で
あ
る
藤
巻
梓
「
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
」
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
、
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
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
す
る
の
で
、
不
動
産
所
有
権
放
棄

を
許
容
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
。

９
）

さ
し
あ
た
り
、
前
掲
（
注
⑵
）『
新
版
注
釈
民
法
⑹

物
権
⑴

補
訂
版
』
七
八
二
〜
七
八
三
頁
（
一
七
九
条
の
注
釈
、
徳
本
執
筆
）。
ま
た
、
最

近
で
あ
れ
ば
、
吉
田
克
己
「
財
の
多
様
化
と
民
法
学
の
課
題
｜

鳥
瞰
的
整
理
の
試
み
」
吉
田
克
己
・
片
山
直
也
編
『
財
の
多
様
化
と
民
法
学
』（
平

成
二
六
年
、
商
事
法
務
）
二
七
頁
が
、
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為
（
単
独
行
為
）
で
あ
る
と
し
て
、
民
法
九
〇
条
に
よ
り
放
棄
自
由
の
制
約
が
当
然

に
存
在
し
、
廃
棄
物
等
（
価
値
を
認
め
る
者
が
現
れ
な
い
よ
う
な
「
絶
対
的
負
財
」
に
限
る
。）
の
不
法
投
棄
は
同
条
違
反
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
す

る
。

10
）

遠
藤
浩
・
鎌
田
薫
編
『
物
権

第
五
版
新
条
文
対
照
補
訂
版
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
八
八

基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）』（
平
成
一
七
年
、
日

本
評
論
社
）九
四
頁（
二
〇
六
条
の
注
釈
、
斉
藤
博
執
筆
）。
こ
う
し
た
説
明
は
他
の
注
釈
書
や
概
説
書
に
も
｜

一
々
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
｜

普
通
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

11
）

拙
稿
・
前
掲
（
注
⑸
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
一
五
頁
注
一
。

12
）

注
⑼
を
参
照
。

13
）

加
藤
雅
信
『
新
民
法
大
系

物
権
法

第
二
版
』（
平
成
一
七
年
、
有
斐
閣
）
二
〇
八
頁
は
「
物
を
捨
て
る
」
と
い
う
行
為
は
所
有
権
放
棄
の
意

思
表
示
で
あ
る
と
し
、
秋
山
靖
浩
・
伊
藤
栄
寿
・
大
場
浩
之
・
水
津
太
郎
『
物
権
法
（
日
評
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
シ
リ
ー
ズ
）』（
平
成
二
七
年
、
日
本
評

論
社
）
一
六
五
頁
（
伊
藤
栄
寿
執
筆
）
は
所
有
す
る
本
を
捨
て
た
場
合
、
所
有
権
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
ま
た
、
所
有
権
放
棄
を
説
明

し
て
、
平
野
裕
之
『
コ
ア
・
テ
キ
ス
ト

民
法

物
権
法
』（
平
成
二
三
年
、
新
世
社
）
一
二
一
頁
は
「
物
を
ご
み
箱
に
捨
て
る
と
い
う
よ
う
な
行

）

二
六

二
二
八

所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
（
田
處

博
之
）



為
」
と
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論

（
物
権
・
担
保
物
権
）

合
本
再
訂
』（
昭
和
五
五
年
、
良
書
普
及
会
）
七
九
頁
は
「
動
産
を
捨
て
る
な
ど
」
と

す
る
。

14
）

末
弘
嚴
太
郎
『
物
權
法

上

』（
大
正
一
〇
年
、
有
斐
閣
）
一
〇
五
頁
。

15
）

松
岡
義
正
『
民
法
論

物
權
法
』（
昭
和
五
年
、
淸
水
書
店
）
五
六
一
頁
。

16
）

そ
の
ほ
か
、
岩
田
新
『
物
權
法

論
』（
昭
和
四
年
、
同
文
館
）
二
三
頁
も
、
所
有
権
放
棄
に
は
、
占
有
放
棄
が
あ
っ
て
も
、
必
ず
明
示
ま
た
は
黙

示
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
放
棄
意
思
が
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

な
お
、
裁
判
例
も
、
所
有
権
放
棄
の
認
定
に
は
謙
抑
的
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
動
産
に
つ
き
浦
和
地
裁
昭
和
五
八
年
一
二
月
一
九

日
判
決（
判
時
一
一
〇
九
号
一
二
五
頁
）（
部
品
が
欠
落
し
て
ブ
レ
ー
キ
が
作
動
せ
ず
、
後
輪
タ
イ
ヤ
が
外
れ
か
か
り
、
全
体
に
錆
が
生
じ
た
自
転
車

が
駅
前
路
上
に
放
置
さ
れ
て
い
て
も
、
所
有
者
が
所
有
権
放
棄
し
た
無
主
物
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。）、
大
阪
高
裁
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
二

日
判
決（
判
時
一
二
六
七
号
三
九
頁
）（
公
団
住
宅
か
ら
約
定
に
反
し
て
無
断
転
居
し
、
賃
料
も
不
払
い
で
あ
っ
た
賃
借
人
の
部
屋
に
公
団
職
員
が
立

ち
入
り
、
残
置
物
を
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
搬
出
廃
棄
し
た
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
賃
借
人
か
ら
の
慰
謝
料
請
求
を
認
容
す
る
。）、

河
川
区
域
内
の
土
地
に
つ
き
大
阪
高
裁
昭
和
五
八
年
一
月
二
八
日
判
決（
高
民
集
三
六
巻
一
号
一
頁
）（
原
判
決
は
所
有
権
放
棄
が
あ
っ
た
と
認
定
し

て
い
た
が
、
こ
れ
を
取
り
消
し
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑸
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
二
〇
〜
二
一
頁
注
二
五
を
参
照
。）、
共
有
墓
地

に
つ
き
大
審
院
明
治
二
九
年
五
月
一
三
日
判
決（
民
録
二
輯
五
巻
三
二
頁
）（
共
有
者
の
一
人
に
お
い
て
、
墓
地
代
金
の
割
当
額
を
支
払
わ
な
い
等
の

事
実
が
あ
っ
て
も
、
既
得
の
共
有
権
を
放
棄
し
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。）。

17
）

な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
、
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
で
あ
る
（
九
四
条

一
項
）。

18
）

A
x
el P

feifer,
in
:
S
ta
u
d
in
g
er,

K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
G
B
,
2011,

928 R
n
.
9.

19
）

同
条
一
項
は
、「
登
記
さ
れ
た
所
有
者
が
、
土
地
登
記
所
に
お
い
て
、
土
地
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
表
示
し
た
と
き
は
、
こ
の
表
示
が
土
地
登

記
簿
に
登
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
者
の
所
有
権
は
消
滅
す
る
」
と
し
て
い
た
。

20
）

M
o
tiv
e zu d

em
 
E
n
tw
u
rfe ein

es B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
es fu

r d
a
s D

eu
tsch

e R
eich

,B
d
.3:S

a
ch
en
rech

t,1888
(N
a
ch
d
ru
ck

 
1983),

S
.
325

326.
V
g
l.
a
u
ch P

ro
to
k
o
lle d

er K
o
m
m
issio

n fu
r d

ie zw
eite L

esu
n
g d

es E
n
tw
u
rfs d

es B
u
rg
erlich

en G
esetz-

b
u
ch
s,
B
d
.
3:
S
a
ch
en
rech

t,
1899

(N
a
ch
d
ru
ck 1983),

S
.
185,

186.

）

二
七

二
二
九

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）



21
）

H
o
rst H

ein
rich Ja

k
o
b
s u
n
d W

ern
er S

ch
u
b
ert

(H
rsg

.),
D
ie B

era
tu
n
g d

es B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
s in sy

stem
a
tisch

er
 

Z
u
sa
m
m
en
stellu

n
g d

er u
n
v
ero

ffen
tlich

en Q
u
ellen

,
S
a
ch
en
rech

t,
I:

854 -1017,
1985,

S
.
579.

22
）

Ja
k
o
b
s u
n
d S

ch
u
b
ert

(H
rsg

.),
D
ie B

era
tu
n
g d

es B
G
B
,
S
a
ch
en
rech

t,
I

（
注

）,
S
.
579

580.
23
）

同
条
は
、「
所
有
者
が
、
所
有
権
を
放
棄
す
る
と
の
表
示
と
と
も
に
、
所
持
を
他
者
に
譲
る
こ
と
な
く
所
持
を
放
棄
し
た
動
産
は
、
無
主
と
な
る
」

と
し
て
い
た
。

24
）

M
o
tiv
e,
B
d
.
3

（
注

）,
S
.
370

371.
V
g
l.
a
u
ch Ja

k
o
b
s u
n
d S

ch
u
b
ert

(H
rsg

.),
D
ie B

era
tu
n
g d

es B
G
B
,
S
a
ch
en
rech

t,
I

（
注

）,
S
.
693.

25
）

P
eter B

a
ssen

g
e,
in
:
P
a
la
n
d
t,
K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
G
B
,
74.

A
u
fl.
2015,

959 R
n
.
1.

26
）

富
井
政
章
『
民
法
原
論

第
二

物
權
上
』（
明
治
三
九
年
、
有
斐
閣
書
房
）
八
三
頁
。

27
）

中
島
玉
吉
『
民
法
釋
義

之
二
上

物
權
篇
上
』（
大
正
三
年
、
金
刺
芳
流
堂
）
二
九
七
〜
二
九
八
頁
。

28
）

吉
田
久
『
民
法
提
要
（
物
權
）
上
冊
』（
昭
和
四
年
、
巖
松
堂
書
店
）
二
六
頁
注
二
。

29
）

舟
橋
諄
一
『
物
権
法
（
法
律
学
全
集
一
八
）』（
昭
和
三
五
年
、
有
斐
閣
）
五
三
頁
。

30
）

そ
の
ほ
か
、
柚
木
馨
『
判
例
物
權
法
總
論
』（
昭
和
九
年
、
嚴
松
堂
書
店
）
四
〇
頁
も
、
放
棄
は
単
独
行
為
だ
が
、
所
有
権
の
よ
う
に
占
有
を
包
含

す
る
物
権
で
は
、
意
思
表
示
の
ほ
か
に
占
有
の
放
棄
を
も
要
す
る
と
し
、
明
治
二
三
年
の
旧
民
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
江
木
衷
『
日
本
民
法
財
産

篇

物
權
之
部
』（
明
治
二
四
年
、
有
斐
閣
書
房
）二
三
二
〜
二
三
三
頁
も
、
も
は
や
所
有
し
な
い
と
の
意
思
表
示
で
は
足
り
ず
、
そ
う
し
た
物
件
を

打
ち
捨
て
る
行
為
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
末
川
博
『
物
權
法
（
新
法
學
全
集
第
八
巻
）』（
昭
和
一
二
年
、
日
本
評
論
社
）
九
六
頁
は
、
放

棄
は
単
独
行
為
だ
が
、
所
有
権
の
よ
う
に
物
の
占
有
を
と
も
な
う
物
権
で
は
占
有
を
も
放
棄
し
な
け
れ
ば
物
権
放
棄
の
意
思
を
認
め
が
た
い
の
が
普

通
で
あ
る
と
す
る
（
普
通
で
あ
る
と
す
る
の
で
、
必
ず
や
占
有
放
棄
を
要
す
る
と
す
る
趣
旨
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。）。

31
）

山
下
博
章
『
物
權
法
論

上

』（
昭
和
二
年
、
文
精
社
）
四
四
一
〜
四
四
二
頁
。
山
下
は
、
昭
和
六
年
に
も
著
書
『
物
權
法

要

上

』（
有

斐
閣
）
一
〇
六
頁
に
お
い
て
、
要
物
行
為
と
み
る
の
は
正
し
く
な
く
、
た
だ
、
所
有
物
を
遺
棄
し
な
い
と
所
有
権
放
棄
の
意
思
表
示
と
み
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。

32
）

沼
義
雄
『
綜
合
日
本
民
法
論
⑶
』（
昭
和
八
年
、
巖
松
堂
書
店
）
五
四
九
頁
注
五
。

33
）

そ
の
ほ
か
、
岩
田
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法

論
』
二
三
頁
も
、
所
有
権
放
棄
に
必
ず
占
有
放
棄
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
根
拠
は
な

）

二
八

二
三
〇

所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
（
田
處

博
之
）



い
と
し
、
林
良
平
『
物
權
法
』（
昭
和
二
六
年
、
有
斐
閣
）
四
〇
頁
も
、
所
持
の
放
棄
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
と
し
、
薬
師
寺
志
光
『
日
本
物
権

法
新
講
』（
昭
和
三
七
年
、
政
文
堂
）
九
八
頁
も
、
所
持
廃
止
行
為
を
要
素
と
す
る
要
物
行
為
で
は
な
い
（
所
有
権
放
棄
の
意
思
が
所
持
廃
止
行
為
に

よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
。）
と
す
る
。

34
）

我
妻
榮
『
物
權
法
（
民
法
講
義

）』（
昭
和
二
七
年
、
岩
波
書
店
）
一
五
六
頁
。

35
）

川
名
兼
四
郎
『
物
權
法
要
論
』（
大
正
四
年
、
金
刺
芳
流
堂
）
八
七
、
一
一
二
頁
。

36
）

石
田
文
次
郎
『
物
權
法
論
』（
昭
和
七
年
、
有
斐
閣
）
四
三
七
頁
。

37
）

昭
和
四
二
年
の
注
釈
民
法
で
は
、所
有
権
や
占
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
（「
そ
の
他
の
行
為
」
と
も
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
占
有
放
棄
が
必
須
と
い
う
わ
け
で
も
な

さ
そ
う
で
あ
る
。）
一
方
で
、「
占
有
を
伴
う
べ
き
物
権
に
つ
い
て
占
有
を
有
す
る
と
き
は
、
放
棄
の
意
思
表
示
の
ほ
か
に
、
占
有
の
放
棄
を
も
要
す

る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
（
舟
橋
諄
一
編
『
注
釈
民
法
⑹

物
権
⑴
』（
昭
和
四
二
年
、
有
斐
閣
）（
一
七
九
条
の
注
釈
、
徳
本
鎮
執
筆
）

三
九
九
頁
）。
占
有
放
棄
を
要
す
る
の
か
要
し
な
い
の
か
、
必
ず
し
も
趣
旨
が
明
確
で
な
い
が
、
こ
の
記
述
は
平
成
二
一
年
の
『
新
版
注
釈
民
法
』
の

補
訂
版
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
前
掲
（
注
⑵
）『
新
版
注
釈
民
法
⑹

補
訂
版
』
七
八
二
〜
七
八
三
頁
（
一
七
九
条
の
注
釈
、
徳
本
執

筆
））。
な
お
、
後
段
の
「
占
有
の
放
棄
を
も
要
す
る
」
と
の
く
だ
り
で
は
、
舟
橋
・
前
掲
（
注

）『
物
権
法
』
五
三
頁
の
参
照
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

前
段
の
「
占
有
放
棄
な
い
し
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
」
の
く
だ
り
に
は
参
照
指
示
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
我
妻
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法
』
一
五

六
頁
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
近
年
の
概
説
書
で
は
、
登
記
や
引
渡
し
を
所
有
権
変
動
の
（
対
抗
要
件
で
は
な
く
）
効
力
要
件
と
み
る
独
自
の
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、

石
田
穣
『
民
法
大
系
⑵

物
権
法
』（
平
成
二
〇
年
、
信
山
社
）
二
九
六
頁
が
、
動
産
所
有
権
放
棄
に
占
有
放
棄
を
要
求
し
て
い
る
。

38
）

川
名
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法
要
論
』
八
七
頁
は
、
動
産
所
有
権
放
棄
に
、
所
有
権
を
消
滅
せ
し
め
る
意
思
と
占
有
放
棄
の
事
実
と
の
両
方
を
要

求
す
る
に
際
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
九
条
と
ス
イ
ス
民
法
（S

ch
w
eizerisch

es Z
iv
ilg
esetzb

u
ch

）
七
二
九
条
と
を
援
用
す
る
。
ス
イ
ス
民
法
七
二
九

条
は
、
動
産
所
有
権
は
、
占
有
が
失
わ
れ
て
も
、
所
有
者
が
権
利
を
放
棄
す
る
か
、
ま
た
は
、
の
ち
に
他
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
か
の
い
ず
れ
か

に
よ
っ
て
で
な
い
か
ぎ
り
、
消
滅
し
な
い
と
規
定
す
る
。

39
）

E
n
tw
u
rf ein

es
 
b
u
rg
erlich

en
 
G
esetzb

u
ch
es
 
fu
r
 
d
a
s
 
D
eu
tsch

e
 
R
eich

,
S
a
ch
en
rech

t
(T
eilen

tw
u
rf zu

m
 
S
a
ch
en
rech

t),

V
o
rla
g
e d

es R
ed
a
k
to
rs R

ein
h
o
ld Jo

h
o
w
,
1880,

S
.
21,

b
ei:

W
ern

er S
ch
u
b
ert

(H
rsg

.),
D
ie V

o
rla
g
en d

er R
ed
a
k
to
ren fu

r d
ie）

二
九

二
三
一

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）



erste K
o
m
m
issio

n zu
r A

u
sa
rb
eitu

n
g d

es E
n
tw
u
rfs ein

es B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
es
(D
ie V

o
ren

tw
u
rfe d

er R
ed
a
k
to
ren

 
zu
m
 
B
G
B
),
S
a
ch
en
rech

t,
T
eil 1:

A
llg
em
ein
e B

estim
m
u
n
g
en
,
B
esitz u

n
d E

ig
en
tu
m
,
1982,

S
.
35.

40
）

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
二
九
四
条
は
、「
不
動
産
は
、
所
有
者
が
こ
れ
を
放
棄
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
者
が
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、

そ
の
者
の
所
有
権
に
と
ど
ま
る
。
所
有
者
が
裁
判
所
に
お
い
て
、
所
有
権
を
放
棄
す
る
意
思
を
表
示
す
る
場
合
は
、
不
動
産
は
、
権
限
あ
る
者
の
公

の
呼
び
出
し
が
さ
れ
た
あ
と
、
相
続
人
の
な
い
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
民
法
典
草
案
第
三
部
（
占

有
お
よ
び
物
に
対
す
る
権
利
）の
一
五
一
条
も
、「
不
動
産
の
所
有
者
が
公
正
証
書
に
お
い
て
ま
た
は
管
轄
の
税
務
官
庁
も
し
く
は
地
域
当
局
に
お
い

て
、
所
有
権
放
棄
を
表
示
す
る
か
、
ま
た
は
、
放
棄
の
意
図
で
登
記
簿
に
お
け
る
自
分
の
所
有
権
を
抹
消
せ
し
め
る
場
合
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
土
地
の
存
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
当
該
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る
」
と
し
て
い
た
。

41
）

E
n
tw
u
rf ein

es
 
b
u
rg
erlich

en
 
G
esetzb

u
ch
es
 
fu
r
 
d
a
s
 
D
eu
tsch

e
 
R
eich

,
S
a
ch
en
rech

t
(T
eilen

tw
u
rf zu

m
 
S
a
ch
en
rech

t),

B
eg
ru
n
d
u
n
g
,
V
o
rla
g
e d
es R

ed
a
k
to
rs R

ein
h
o
ld Jo

h
o
w
,
B
d
.1,
1880,

S
.
719,

b
ei:
S
ch
u
b
ert

(H
rsg

.),
V
o
rla
g
en d

er R
ed
a
k
to
ren

,

S
a
ch
en
rech

t,
T
eil 1

（
注

）,S
.
843.

42
）

M
a
rk
u
s A

rtz,
in
:
E
rm
a
n
,
H
a
n
d
k
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
G
B
,
14.

A
u
fl.
2014,

928 R
n
.
5;
A
x
el B

en
n
in
g
,
in
:
ju
ris P

ra
x
isK

o
m
-

m
en
ta
r B

G
B
,
6.
A
u
fl.
2013,

928 R
n
.
14;

H
erb

ert G
rziw

o
tz,

in
:
N
o
m
o
sK
o
m
m
en
ta
r B

G
B
,
4.
A
u
fl.
2016,

928 R
n
.
7;
P
feifer,

in
:
S
ta
u
d
in
g
er,

B
G
B
,
2011

（
注

）,
928 R

n
.
16.

43
）

同
条
は
、「
所
有
者
が
、
も
は
や
持
つ
こ
と
を
欲
し
な
い
意
図
の
も
と
に
保
持
を
放
棄
し
た
動
産
は
、
無
主
と
な
る
」
と
し
て
い
た
。

44
）

M
o
tiv
e,
B
d
.
3

（
注

）,S
.
370.

V
g
l.
a
u
ch E

n
tw
u
rf ein

es b
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
es fu

r d
a
s D

eu
tsch

e R
eich

,
S
a
ch
en
rech

t

(T
eilen

tw
u
rf zu

m
 
S
a
ch
en
rech

t),
B
eg
ru
n
d
u
n
g
,
V
o
rla
g
e d

es R
ed
a
k
to
rs R

ein
h
o
ld Jo

h
o
w
,
B
d
.
2,
1880,

S
.
830,

b
ei:

S
ch
u
b
ert

(H
rsg

.),
V
o
rla
g
en d

er R
ed
a
k
to
ren

,
S
a
ch
en
rech

t,
T
eil 1

（
注

）,S
.
964;

Ja
k
o
b
s u

n
d S

ch
u
b
ert

(H
rsg

.),
D
ie B

era
tu
n
g d

es
 

B
G
B
,
S
a
ch
en
rech

t,
I

（
注

）,S
.
693.

45
）

Ju
rg
en O

ech
sler,

in
:
M
u
n
ch
en
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
G
B
,
6.
A
u
fl.
2013,

959 R
n
.
1.

46
）

遊
佐
慶
夫『
民
法
概
論

物
權
篇

第
一
分

』（
大
正
八
年
、
有
斐
閣
書
房
）四
九
頁
。
し
か
し
、
地
上
権
や
抵
当
権
な
ど
制
限
物
権
の
放
棄
は
、

そ
の
設
定
者
に
対
し
て
す
る
単
独
行
為
で
あ
る
と
す
る
。

47
）

吉
田
・
前
掲
（
注

）『
民
法
提
要
（
物
權
）
上
冊
』
二
六
頁
註
二
。
学
説
の
参
照
指
示
は
な
い
。

）

三
〇

二
三
二

所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
（
田
處

博
之
）



48
）

沼
・
前
掲
（
注

）『
綜
合
日
本
民
法
論
⑶
』
五
四
七
〜
五
四
八
頁
。
も
っ
と
も
、
所
有
権
放
棄
の
意
思
が
な
ん
ら
か
の
方
法
で
外
部
に
表
現
さ
れ

る
こ
と
は
必
要
な
の
で
、
所
有
権
放
棄
は
意
思
実
現
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
末
弘
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法

上

』
一
〇
六

頁
註
四
は
、
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為
で
な
く
意
思
実
現
と
み
る
学
者
は
少
な
く
な
い
が
、
通
説
と
は
思
え
な
い
、
こ
の
説
は
「
表
示
」
の
意
義
を

厳
格
に
解
し
過
ぎ
て
い
て
、
行
為
者
の
効
果
意
思
の
存
在
が
認
識
可
能
な
な
ん
ら
か
の
外
形
的
事
実
が
あ
れ
ば
、
表
示
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
、
と

す
る
。

49
）

富
井
・
前
掲
（
注

）『
民
法
原
論

第
二

物
權
上
』
八
三
頁
。

50
）

我
妻
榮
『
物
權
法
（
現
代
法
學
全
集
第
二
十

）』（
昭
和
四
年
、
日
本
評
論
社
）
三
八
九
頁
注
一
。
大
し
た
実
益
の
な
い
論
争
と
も
い
う
。
も
っ

と
も
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
｜

さ
ら
に
古
く
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
｜

昭
和
四
年
の
当
時
に
は
す
で
に
、
所
有
権
放
棄
を
法
律

行
為
と
み
る
論
者
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
法
律
行
為
と
す
る
当
時
の
学
説
と
し
て
、
網
羅
的
で
は
な
い
が
、
中
島
・
前
掲
（
注

）『
民
法
釋
義

之
二
上

物
權
篇
上
』（
大
正
三
年
）
二
九
七
〜
二
九
八
頁
、
末
弘
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法

上

』（
大
正
一
〇
年
）
一
〇
五
頁
、
山
下
・
前

掲
（
注

）『
物
權
法
論

上

』（
昭
和
二
年
）
四
四
〇
〜
四
四
二
頁
、
岩
田
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法

論
』（
昭
和
四
年
）
二
三
頁
、
松
岡
・

前
掲
（
注

）『
民
法
論

物
權
法
』（
昭
和
五
年
）
五
六
一
頁
、
石
田
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法
論
』（
昭
和
七
年
）
四
三
七
頁
。

51
）

注

に
紹
介
し
た
注
釈
民
法
に
お
け
る
説
明
を
も
参
照
。

52
）

良
俗
違
反
を
理
由
に
遺
骸
の
所
有
権
放
棄
を
許
さ
れ
な
い
と
し
た
大
審
院
昭
和
二
年
五
月
二
七
日
判
決
（
民
集
六
巻
三
〇
七
頁
）
が
あ
る
（
拙
稿
・

前
掲
（
注
⑸
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
五
頁
を
参
照
。）。
良
俗
違
反
と
い
う
以
上
は
、
所
有
権
放
棄
が
法
律
行
為
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る

も
の
と
い
え
よ
う
か
。

53
）

前
掲
（
注
⑽
）『
物
権

第
五
版
新
条
文
対
照
補
訂
版
（
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）』（
二
〇
六
条
の
注
釈
、
斉
藤
執
筆
）。
こ
う
し
た
説
明
は
他

の
注
釈
書
や
概
説
書
に
も
普
通
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

54
）

も
っ
と
も
、
一
部
の
概
説
書
に
限
ら
れ
る
。
民
法
二
〇
六
条
の
「
処
分
」
を
説
明
す
る
に
際
し
例
を
挙
げ
る
も
の
は
少
な
く
な
い
が
、
注
釈
書
や

多
く
の
概
説
書
で
は
、
放
棄
は
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

55
）

平
野
裕
之
『
物
権
法
（
論
点
講
義
シ
リ
ー
ズ
05
）』（
平
成
九
年
、
弘
文
堂
）
二
四
〇
頁
。
も
っ
と
も
、
平
野
・
前
掲
（
注

）『
コ
ア
・
テ
キ
ス
ト

民
法

物
権
法
』
一
五
〇
頁
は
、
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
と
み
る
趣
旨
か
（
注

を
参
照
。）。

56
）

田
中
整
爾
編
『
現
代
民
法
講
義
２

物
権
法

第
二
版
』（
平
成
一
〇
年
、
法
律
文
化
社
）
一
八
五
頁
（
荒
川
重
勝
・
下
村
正
明
執
筆
）。

）

三
一

二
三
三

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）



57
）

石
崎
泰
雄
・
渡
辺
達
徳
編
『
新
民
法
講
義
２

物
権
・
担
保
物
権
法
』（
平
成
二
二
年
、
成
文
堂
）
四
〇
頁
（
水
津
太
郎
執
筆
）。
た
だ
し
、
一
般

論
と
し
て
で
あ
る
。
水
津
自
身
は
、
C
同
条
に
い
う
処
分
に
法
律
的
処
分
を
含
ま
し
め
な
い
趣
旨
か
（
注

を
参
照
。）。

58
）

そ
の
ほ
か
、
西
川
一
男
『
物
權
法
（
第
一
部
）
完
』（
刊
行
年
は
不
明
だ
が
、
大
正
二
年
の
講
義
録
な
の
で
、
そ
の
頃
と
思
わ
れ
る
。
中
央
大
學
）

二
一
〇
頁
、
横
田
秀
雄
『
物
權
法
』（
明
治
三
八
年
、
日
本
大
學
（
発
行
所
）、
淸
水
書
店
（
発
売
所
））
一
九
〇
頁
（
も
っ
と
も
、
の
ち
の
改
版
で
、

C
同
条
に
い
う
処
分
に
は
法
律
的
処
分
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
。
注

を
参
照
。）。
ま
た
、
明
治
二
三
年
の
旧
民
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
江
木
・

前
掲
（
注

）『
日
本
民
法
財
産
篇

物
權
之
部
』
一
四
四
頁
。
さ
ら
に
、
概
説
書
で
は
な
い
が
、
森
田
宏
樹
「
財
の
無
体
化
と
財
の
法
」
前
掲
（
注

⑼
）『
財
の
多
様
化
と
民
法
学
』
一
一
四
頁
（
も
っ
と
も
、
C
同
条
に
い
う
処
分
に
法
律
的
処
分
が
含
ま
れ
る
か
｜

法
律
的
処
分
は
所
有
権
の
行
使

な
の
か
｜

の
問
題
が
あ
る
と
す
る
。）。

59
）

稲
本
洋
之
助
『
民
法

（
物
権
）（
現
代
法
律
学
講
座
）』（
昭
和
五
八
年
、
青
林
書
院
新
社
）
二
六
五
頁
。
も
っ
と
も
、
そ
の
一
九
九
頁
で
は
、
所

有
権
放
棄
を
法
律
行
為
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

60
）

淡
路
剛
久
・
鎌
田
薫
・
原
田
純
孝
・
生
熊
長
幸
『
民
法

｜

物
権

第
三
版
補
訂
（
有
斐
閣
Ｓ
シ
リ
ー
ズ
）』（
平
成
二
二
年
、
有
斐
閣
）
一
三

一
頁
（
原
田
純
孝
執
筆
）。
も
っ
と
も
、
そ
の
一
〇
一
頁
で
は
、
執
筆
者
は
異
な
る
（
淡
路
剛
久
執
筆
）
が
、
物
権
の
放
棄
を
法
律
行
為
（
単
独
行
為
）

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

61
）

石
田
剛
・
武
川
幸
嗣
・
占
部
洋
之
・
田
髙
寛
貴
・
秋
山
靖
浩
『
民
法

物
権
』（
平
成
二
二
年
、
有
斐
閣
）
一
二
九
頁
（
秋
山
靖
浩
執
筆
）。
も
っ

と
も
、
そ
の
二
二
頁
で
は
、
執
筆
者
は
異
な
る
（
石
田
剛
執
筆
）
が
、
物
権
の
放
棄
を
法
律
行
為
（
単
独
行
為
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

62
）

そ
の
ほ
か
、
吉
田
・
前
掲
（
注

）『
民
法
提
要
（
物
權
）
上
冊
』
九
八
頁
（
吉
田
は
所
有
権
放
棄
は
法
律
行
為
で
は
な
い
と
す
る
趣
旨
か
。
注

を
参
照
。）、
小
野
幸
二
編
著
『
基
本
民
法
シ
リ
ー
ズ

物
権
法

第
三
版
』（
平
成
一
八
年
、
八
千
代
出
版
）
一
一
五
頁
（
古
田
重
明
執
筆
）（
も
っ

と
も
、
そ
の
八
二
頁
で
は
、
執
筆
者
は
異
な
る
（
尾
中
普
子
執
筆
）
が
、
物
権
の
放
棄
を
法
律
行
為
（
単
独
行
為
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。）。
さ
ら

に
、「
放
棄
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
な
い
も
の
の
、「
破
棄
」
な
ど
、
放
棄
に
類
似
す
る
行
為
を
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
の
例
と
し
て
挙
げ
る
も
の

と
し
て
、
舟
橋
・
前
掲
（
注

）『
物
権
法
』
三
四
〇
頁
（
破
棄
）、
伊
藤
進
編
『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク

民
法

物
権
法

改
訂
版
』（
平
成
一
七
年
、

北
樹
出
版
）
一
〇
五
頁
（
大
澤
正
男
執
筆
）（
廃
棄
）、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義

物
権
法

第
三
版
』（
平
成
一
八
年
、
成
文
堂
）
二
一
七
頁
（
破

棄
）、
加
藤
・
前
掲
（
注

）『
新
民
法
大
系

物
権
法

第
二
版
』
二
四
九
頁
（
破
棄
、
廃
棄
）、
川
井
健
・
鎌
田

編
『
現
代
青
林
講
義

物
権

法
・
担
保
物
権
法
』（
平
成
一
一
年
、
青
林
書
院
）
一
三
八
頁
（
良
永
和
隆
執
筆
）（
滅
失
、
毀
損
）、
平
野
・
前
掲
（
注

）『
コ
ア
・
テ
キ
ス
ト

民
）

三
二

二
三
四

所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
（
田
處

博
之
）



法

物
権
法
』
一
五
〇
頁
（
廃
棄
）、
森
泉
章
編
『
基
本
民
法
学

総
則
・
物
権
法
・
担
保
物
権
法

改
訂
版
』（
平
成
五
年
、
法
学
書
院
）
二

八
四
頁
（
近
江
幸
治
執
筆
）（
破
棄
）。

63
）

清
水
元
『
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
民
法

物
権
法

第
二
版
』（
平
成
二
二
年
、
有
斐
閣
）
一
一
三
頁
。
も
っ
と
も
、
清
水
は
、
民
法
二
〇
六
条
に
い
う

処
分
を
説
明
す
る
に
際
し
て
放
棄
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
事
実
的
（
物
理
的
）
処
分
で
は
な
く
、
法
律
的
処
分
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
よ

う
で
あ
る
（
一
三
八
頁
）。

64
）

薬
師
寺
・
前
掲
（
注

）『
日
本
物
権
法
新
講
』
九
八
〜
九
九
頁
注
一
。

65
）

な
お
、
放
棄
を
無
主
物
先
占
と
対
比
す
る
発
想
は
、
舟
橋
・
前
掲
（
注

）『
物
権
法
』
五
三
頁
に
も
み
ら
れ
る
が
、
薬
師
寺
は
、
本
文
に
い
う
「
あ

る
考
え
方
」
が
舟
橋
説
で
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
薬
師
寺
・
同
所
に
は
学
説
の
引
用
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
舟
橋
は
、
所
有
権
放
棄
に
占
有
放

棄
を
要
求
す
る
も
の
の
、
所
有
権
放
棄
を
法
律
行
為
と
み
る
立
場
で
あ
る
。
注

を
参
照
。

66
）

M
o
tiv
e,
B
d
.
3

（
注

）,S
.
371.

67
）

F
ra
n
k E

b
b
in
g
,
in
:
E
rm
a
n B

G
B
,
14.

A
u
fl.

（
注

）,
959 R

n
.
2;
B
en
n
in
g
,
in
:
ju
risP

K
 
B
G
B
,
6.
A
u
fl.

（
注

）,
959 R

n
.
1;

O
ech

sler,
in
:
M
u
n
ch
K
o
m
m
 
B
G
B
,
6.
A
u
fl.

（
注

）,
959 R

n
.
1;
T
h
o
m
a
s H

o
eren

,
in
:
N
o
m
o
sK
o
m
m
 
B
G
B
,
4.
A
u
fl.

（
注

）,

959 R
n
.
1.

68
）

た
と
え
ば
、
我
妻
栄
・
有
泉
亨
・
清
水
誠
・
田
山
輝
明
『
我
妻
・
有
泉
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
法
｜

総
則
・
物
権
・
債
権
｜

第
三
版
』（
平
成
二

五
年
、
日
本
評
論
社
）
四
三
一
頁
（
二
〇
六
条
の
注
釈
）、
前
掲
（
注
⑽
）『
物
権

第
五
版
新
条
文
対
照
補
訂
版
（
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）』
九

四
頁
（
二
〇
六
条
の
注
釈
、
斉
藤
博
執
筆
）、
淡
路
ほ
か
・
前
掲
（
注

）『
民
法

｜

物
権

第
三
版
補
訂
』
一
三
一
頁
（
原
田
純
孝
執
筆
）、
石

田
ほ
か
・
前
掲
（
注

）『
民
法

』
一
二
九
頁
（
秋
山
靖
浩
執
筆
）、
加
藤
・
前
掲
（
注

）『
新
民
法
大
系

物
権
法

第
二
版
』
二
四
九
頁
、

我
妻
榮
著
・
有
泉
亨
補
訂
『
新
訂

物
權
法
（
民
法
講
義

）』（
昭
和
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
二
七
〇
頁
な
ど
。

69
）

梅
謙
次

『
民
法
要
義

之
二
物
權
篇
』（
明
治
二
九
年
、
和
佛
法
律
學
校
・
明
法
堂
）
八
七
〜
八
八
頁
。

70
）

富
井
・
前
掲
（
注

）『
民
法
原
論

第
二

物
權
上
』
九
三
〜
九
四
頁
。

71
）

加
古
貞
太

「
民
法
第
八
十
七
條
及
ヒ
第
二
百
六
條
ノ
處
分
ナ
ル
文
字
ハ
處
分
權

チ
權
利
消
滅
ノ
場
合
ノ
ミ
ヲ
指
ス
ヤ
叉
ハ
物
ニ
負

ヲ
生
セ

シ
ム
ル
コ
ト
等
ヲ
モ
包
含
ス
ル
ヤ
（
民
第
七
百
二
十
七
號
問
題
、
質
疑
者

土
居
中
衛
）」
法
典
質
疑
録
三
四
号
（
明
治
三
三
年
）
三
〇
九
頁
。

72
）

横
田
秀
雄
『
物
權
法

改
版

補
第
六
版
』（
明
治
四
二
年
、
日
本
大
學
（
発
行
所
）、
淸
水
書
店
（
発
売
所
））
二
七
七
〜
二
七
八
頁
。
明
治
三
八

）

三
三

二
三
五

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）



年
の
初
版
で
は
、
所
有
物
に
関
す
る
所
有
者
の
処
分
行
為
に
は
有
形
的
処
分
行
為
と
法
律
上
の
処
分
行
為
と
が
あ
る
と
す
る
の
み
で
、
同
条
に
い
う

処
分
に
法
律
上
の
処
分
行
為
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
は
言
及
が
な
か
っ
た
（
前
掲
（
注

）『
物
權
法
』
一
九
〇
頁
）
の
が
、
翌
年
の
増
補
に
よ
り
、

同
条
に
い
う
処
分
は
有
形
的
処
分
行
為
で
あ
る
と
の
一
文
が
付
加
さ
れ
（『
物
權
法

訂
三
版
』（
明
治
三
九
年
、
日
本
大
學
（
発
行
所
）、
淸
水
書

店
（
発
売
所
））
二
〇
〇
頁
）、
そ
の
後
、
改
版
に
よ
り
こ
の
一
文
が
拡
充
さ
れ
て
、
本
文
紹
介
の
と
お
り
と
な
っ
た
。

73
）

吉
田
・
前
掲
（
注

）『
民
法
提
要
（
物
權
）
上
冊
』（
昭
和
四
年
）
九
八
頁
註
二
。

74
）

そ
の
ほ
か
、
中
島
・
前
掲
（
注

）『
民
法
釋
義

之
二
上

物
權
篇
上
』
三
〇
四
頁
、
川
名
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法
要
論
』
五
七
頁
、
三

瀦
信
三
『
物
權
法
提
要

第
一

物
権
總
論
所
有
權
』（
大
正
五
年
、
有
斐
閣
書
房
）
五
四
〜
五
五
頁
。
な
お
、
当
時
、
こ
う
し
た
立
場
を
部
分
的

に
修
正
し
て
、
民
法
二
〇
六
条
に
い
う
「
処
分
」
に
は
法
律
的
処
分
も
一
部
、
含
ま
れ
る
と
す
る
立
場
も
、
主
張
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
遊
佐
・

前
掲
（
注

）『
民
法
概
論

物
權
篇

第
一
分

』
五
六
頁
注
一
は
、
譲
渡
で
き
る
こ
と
は
財
産
権
に
共
通
の
こ
と
で
、
同
条
に
い
う
処
分
に
含
ま

れ
な
い
が
、
制
限
物
権
の
設
定
は
所
有
権
者
特
有
の
処
分
で
あ
っ
て
同
条
に
い
う
処
分
に
含
ま
れ
る
の
で
、
法
律
的
処
分
は
同
条
に
い
う
処
分
に
あ

た
ら
な
い
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
と
す
る
（
山
下
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法
論

上

』
四
四
八
頁
、
山
下
・
前
掲
（
注

）『
物
權
法

要

上

』
一
〇
七
頁
も
同
旨
。）。

75
）

末
川
博
「
私
権
の
行
使
」
法
學
論
叢
二
〇
巻
一
号
（
仁
保
博
士
織
田
博
士
還
暦

賀
論
文
集
）（
昭
和
三
年
）
二
三
四
〜
二
三
六
頁
（
末
川
博
『
権

利
侵
害
と
権
利
濫
用
』（
昭
和
四
五
年
、
岩
波
書
店
）
九
五
〜
九
六
頁
所
収
）。

76
）

於
保
不
二
雄
「
授
權
（E

rm
a
ch
tig
u
n
g

）
に
就
て
」
田
中
直
吉
著
作
者
代
表
『
法
學
論
文
集

京
大
訣
別
記
念
』（
昭
和
八
年
、
政
經
書
院
）
二

八
三
〜
二
八
四
頁
（
於
保
不
二
雄
『
財
産
管
理
權
論
序
説
』（
昭
和
二
九
年
、
有
信
堂
）
四
五
〜
四
六
頁
所
収
）。

77
）

広
中
俊
雄
『
物
権
法

下
巻
（
現
代
法
律
学
全
集
６
）』（
昭
和
五
六
年
、
青
林
書
院
新
社
）
三
七
四
〜
三
七
五
頁
。

78
）

石
崎
ほ
か
編
・
前
掲
（
注

）『
新
民
法
講
義
２

物
権
・
担
保
物
権
法
』
四
〇
頁
（
水
津
太
郎
執
筆
）。
⒝
の
み
と
す
る
見
解
を
明
示
的
に
支
持

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
賛
意
を
示
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
。

79
）

水
津
太
郎
「
物
権
的
請
求
権
と
無
体
的
利
益
（
特
集

物
権
法
の
新
し
い
波

）」
法
学
教
室
四
一
七
号
（
平
成
二
七
年
）
三
一
頁
。

80
）

平
野
・
前
掲
（
注

）『
コ
ア
・
テ
キ
ス
ト

民
法

物
権
法
』
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
。

81
）

森
田
宏
樹
「
処
分
権
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
」『
日
本
民
法
学
の
新
た
な
時
代
（
星
野
英
一
先
生
追
悼
）』（
平
成
二
七
年
、
有
斐
閣
）
五
〇
八
頁
。

同
「
財
の
無
体
化
と
財
の
法

（
日
本
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料

財
の
多
様
化
と
民
法
学
の
課
題

報
告

）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
三
〇
号
（
平
成

）

三
四

二
三
六

所
有
権
放
棄
と
は
な
ん
で
あ
る
か
（
田
處

博
之
）



二
六
年
）
四
二
頁
、
同
・
前
掲
（
注

）「
財
の
無
体
化
と
財
の
法
」『
財
の
多
様
化
と
民
法
学
』
一
一
四
〜
一
一
五
頁
を
も
参
照
。

82
）

同
条
前
段
は
、「
物
の
所
有
者
は
、
法
律
ま
た
は
第
三
者
の
権
利
に
妨
げ
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
で
、
随
意
に
そ
の
物
を
処
理
し
、
か
つ
、
他
人
か
ら
の

あ
ら
ゆ
る
作
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。

83
）

H
a
n
s H

erm
a
n
n S

eiler,
in
:
S
ta
u
d
in
g
er,

K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
G
B
,
2002,

903 R
n
.
10;

B
a
ssen

g
e,
in
:
P
a
la
n
d
t,
B
G
B
,
74.

A
u
fl.

（
注

）,
903 R

n
.
5;
R
ein
er L

em
k
e,
in
:
P
ru
ttin

g
/W

eg
en
/W

ein
reich

,
K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
G
B
,
10.

A
u
fl.
2015,

903 R
n
.
2;

G
erh

a
rd R

in
g
,
in
:
N
o
m
o
sK
o
m
m
en
ta
r B

G
B
,
4.
A
u
fl.

（
注

）,
903 R

n
.
30.

84
）

森
田
・
前
掲
（
注

）「
財
の
無
体
化
と
財
の
法
」『
財
の
多
様
化
と
民
法
学
』
一
〇
七
〜
一
一
〇
頁

85
）

K
a
rl L

a
ren

z,
A
llg
em
ein
er T

eil d
es d

eu
tsch

en B
u
rg
erlich

en R
ech

ts,
1967,

285.

86
）

水
津
太
郎
「
民
法
体
系
と
物
概
念
」
前
掲
（
注
⑼
）『
財
の
多
様
化
と
民
法
学
』
七
二
〜
七
三
頁
。

（
平
成
二
八
年
一
月
二
一
日
脱
稿
）

）

三
五

二
三
七

札
幌
学
院
法
学
（
三
二
巻
二
号
）


