
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

フランス民法典における夫婦財産集中管理の帰趨

香山, 高広
九州大学大学院法学研究院

https://doi.org/10.15017/7590

出版情報：法政研究. 72 (3), pp.51-114, 2006-01-25. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



フ
ラ
ン
ス
民
法
曲
ハ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
集
中
管
理
の
帰
趨

香
　
山
　
高
広

払両肝1 説

　
　
目
次

一
　
は
じ
め
に

　
1
　
課
題

　
2
　
法
定
抵
当
権
の
共
同
管
理
機
能

二
　
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲

　
1
　
序
論

　
2
　
共
通
財
産
放
棄
の
場
合

　
3
　
共
通
財
産
承
認
の
場
合

　
4
　
小
括

三
　
検
討

　
1
　
序
論

　
2
　
妻
の
利
益
の
保
護

509　（72－3－51）



論 説

3

信
用
手
段
と
し
て
の
法
定
抵
当
権

4

二
つ
の
抵
当
観
と
夫
婦
財
産
管
理
の
所
在

四

む
す
び

(72-3-52)510

(-)

一

は

じ

め

に

1

課
題

用

1
八
〇
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
斯
)に
よ
れ
ば
､
夫
婦
財
産
の

｢管
理
｣
(a
d
m
inistratiLmi)
は
夫
に
集
中
的
に
帰
属
す
る
｡
し
か

し
な
が
ら
､
(後
述
の
よ
う
に
)

一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
､
夫
婦
間
に
存
在
す
る
不
動
産
は
実
際
に
は
夫
婦
の
共
同
管
理
に
服

し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
事
実
な
の
で
あ
ろ
う
か
'
そ
し
て
'
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
の
原
因
は
何
か
｡
本
稿
は
､

夫
婦
財
産
制
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
抵
当
制
度
の
側
面
か
ら
､
こ
の
こ
と
を
検
証
し
､
よ
っ
て
一
八
〇
四
年
法
下
に
お
け
る
夫
婦
財
産
管

理
及
び
抵
当
取
引
の
実
態
の
1
端
を
明
ら
か
に
す
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
に
よ
り
初
め
て
､

l
九
世
紀
中
葉
以
降
本
格
化
す
る
抵
当
法
改
革

及
び
夫
婦
財
産
関
係
法
改
革
を
正
し
-
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
以
下
､
こ
の
本
稿
の
課
題
を
詳
述
し
ょ
う
0

伺

一
八
〇
四
年
法
は
､
夫
婦
財
産
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
な
-
婚
姻
し
た
夫
婦
に
対
し
て
'
夫
婦
財
産
制
と
し
て

｢動
産
後
得
財
産
共

(4
)

通
制
｣

(com
m
unaute
d
es
m
eubtes
eta
c
q
u
ets)
を
課
し
て
い
る

(
二
二
九
三
条
)
｡
夫
婦
が
婚
姻
時
に
所
有
す
る
動
産
､
夫
婦
が
婚

(5)

姻
後
に
取
得
し
た
動
産

二

四
〇
一
条

一
号
)､
夫
婦
の
固
有
財
産
及
び
共
通
財
産
の
収
益

(juissance)
(同
条
二
号
)
並
び
に
相
続
及

び
贈
与
以
外
の
方
法
で
夫
婦
が
婚
姻
後
に
取
得
し
た
不
動
産

(同
条
三
号
､

一
四
〇
四
和

l
項
及
び

一
四
〇
五
釦
)
が
､
｢共
通
財
産
｣
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(b
ie
ns
com
m
uns)
の
内
訳
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
以
外
の
物
は
､
す
べ
て
夫
婦
双
方
の

｢固
有
財
産
｣
(b
ie
ns
p
ro
p
r
es)
と
な

る
｡
し
た
が
っ
て
､
夫
婦
間
に
は
三
つ
の
財
産
群
が
存
在
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
共
通
財
産
､
夫
の
固
有
財
産
及
び
妻
の
固
有
財
産
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
財
産
は
'

一
八
〇
四
年
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
､
す
べ
て
夫
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
｡
ま
ず
共
通
財
産
に
つ
い
て
'

一
四
二
一
条
は
､

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

そ
の
管
理
が
夫
に
専
属
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
夫
は
共
通
財
産
を
売
却
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
､
妻
の
参
加
な
し
に
､

(8
)

そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
｡

｢
1
四
二

1
条

夫
は
共
通
財
産
を
単
独
で
管
理
す
る
.

夫
は
､
妻
の
参
加
な
し
に

(sa
ョ
s
-e
cOnCOu
rS
)
､
共
通
財
産
の
売
却
､
譲
渡
及
び
抵
当
権
設
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡｣

夫
の
固
有
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
は
､
明
確
な
規
定
は
存
在
し
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､

一
八
〇
四
年
法
は
､
そ
れ
を
夫
だ
け
が
有
す
る

(9
)

｡
｡
,

こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
妻
の
固
有
財
産
に
つ
い
て
は
､

l
四
二
八
条

1
項
に
よ
り
､
そ
の
管
理
は
夫
に
属
す
る
｡

も
っ
と
も
妻
の
固
有
財
産
に
対
す
る
夫
の
権
限
は
､
共
通
財
産
に
対
す
る
そ
れ
ほ
ど
広
い
も
の
で
は
な
い
｡
実
際
､
夫
は
妻
の
固
有
財
産
を

単
独
で
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
一
四
二
八
条
三
項
参
照
)
｡

確
か
に
､

一
八
〇
四
年
法
は
夫
に
無
制
限
な
管
理
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
夫
の
管
理
は
､
夫
婦
財
産
全
体
に
及
ん
で

お
り
､
し
た
が
っ
て
､
法
文
上
､
夫
婦
財
産
の
管
理
は
夫
に
集
中
し
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
本
稿
で
は
､
こ
の
よ
う

な

1
八
〇
四
年
法
の
夫
婦
財
産
管
理
の
在
り
方
を

｢夫
婦
財
産
集
中
管
理
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
｡

再

1
八
〇
四
年
法
が
採
用
す
る
夫
婦
財
産
集
中
管
理
に
対
し
て
は
､
様
々
な
分
野
か
ら
'
様
々
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､

こ
れ
に
対
す
る
評
価
は
､
夫
婦
財
産
関
係
法
に
対
す
る
評
価
に
留
ま
ら
ず
コ
ー
ド

･
シ
ビ
ル

(C
o
d
e
c
iv
it)
全
体
の
評
価

(
つ
ま
り
法
典

の
家
父
長
的
性
格
)
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
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論 説

と
こ
ろ
で
､

一
八
〇
四
年
法
は
､
な
ぜ
夫
婦
財
産
集
中
管
理
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
夫
婦
平
等
の
理
念
は

(少
な
-
と
も
形
式
的
に
は
)

一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て
は
完
全
に
消
滅
し
､
夫
権

(p
u
i
ssance
m
arita-e)
の
復
活
が
明
瞭
で
あ
る
こ

(10
)

と
は
否
足
し
が
た
い
｡
し
た
が
っ
て
､
夫
婦
財
産
集
中
管
理
を
夫
権
の
効
果
に
求
め
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
の
根
拠
を
､

妻
の
財
産
管
理
能
力
の
欠
如
や
､
｢夫
は
共
通
財
産
の
領
主
で
あ
り
主
人
で
あ
る

(te
m
ari
es

t

seigneur
e
t
m
aTtre
d
e
ta
com
･

m
unaute)
｣
の
伝
統

(パ
リ
慣
習
法
二
二
五
条
参
照
)
の
中
に
兄
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
o
し
か
し
な
が
ら
､
こ
れ
ら
に

そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
､

1
八
〇
四
年
法
の
理
解
と
し
て
は
､
正
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'

1
八
〇
四
年
法
は
､

近
世
法
の
伝
統
と
は
異
な
り
､
夫
の
権
限
に
重
大
な
制
限
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
一
四
二
二
条
参
照
)0

そ
こ
で
､
稲
本
は
､
夫
婦
財
産
集
中
管
理
を
'
取
引
か
ら
生
じ
る
煩
雑
さ
を
排
除
す
る
こ
と
を
通
し
て
近
代
社
会
に
要
求
さ
れ
る
簡
易
迅

速
な
資
本
流
通
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
と
理
解
す
る
｡
日
-
'
｢妻
は
-
無
能
力
者
と
さ
れ
､
取
引
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
消
極
的
に
保

[;
I

護
さ
れ
る
と
同
時
に
､
夫
に
よ
る
経
営
に
積
極
的
に
も
消
極
的
に
も
関
与
し
得
な
い
｣､
｢そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
家
族

=
経
営
に
帰
属

(12
)

す
る
財
産
を
資
本
と
し
て
統

1
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
｣
､
｢法
典
上
の
夫
婦
財
産
制
は
､
こ
の
よ
う
に
､
も
は
や
個
人
に
し
か

帰
属
し
な
い
資
産
を
､
法
人
の
観
念
に
依
ら
ず
に
､
取
引
社
会
に
お
い
て
統

1
的
に
運
用
す
る
に
適
合
し
た
自
己
完
結
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ

(13
)

(14
)

る
｣､
｢
こ
の
法
典
が
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
私
法
の
近
代
法
的
成
熟
を
基
本
的
に
規
定
し
た
｣｡

目

で
は
'
夫
婦
財
産
集
中
管
理
は
､

一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
従
前
の
フ
ラ
ン
ス
夫
婦
財

産
制
研
究
は
､
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
､
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
お
-
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､

こ
の
点
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
､
二
〇
世
紀
以
降
の
夫
婦
財
産
関
係
法
改
正
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡

●
●
●
●
●

こ
の
点
に
つ
い
て
､
明
確
な
記
述
は
な
い
が
'
稲
本
は
'
少
な
-
と
も

一
九
世
紀
に
お
い
て
は
夫
婦
財
産
集
中
管
理
が
有
効
に
機
能
し
て
い

(15
)

た
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

(16
)

し
か
し
な
が
ら
､
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
論
者
は
､
夫
婦
に
よ
る
夫
婦
間
不
動
産
の

｢共
同
管
理
｣

(Cogestio
n
)
が
既
に
一
九
世
紀
に
存

(72-3-54)512



在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
エ
ネ
ス
ー
ー
ク
ロ
ク

　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
〉
旨
α
ω
Φ
け
9
0
8
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
夫
が
不
動
産
取
引
を
欲
す
る
こ
と
に
、
妻
は
、
自
分
の
有
す
る
抵
当
権
を
放
棄
す
る
か
、
夫
の
契
約
相
手
方
を
そ
れ
に
代
位
さ
せ
る
か
、
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
夫
は
取
得
者
も
貸
手
も
見
い
だ
す
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
法
定
抵
当
権
は
、
不
動
産
を
目
的
と
す
る
重
大
行
為
に

つ
い
て
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
共
同
管
理
（
o
o
ひ
q
Φ
ω
鉱
。
巳
を
課
し
た
わ
け
で
あ
る
〔
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
〕
。
」
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こ
の
引
用
部
分
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
次
節
で
検
討
を
加
え
る
が
、
こ
の
論
者
は
、
夫
婦
が
所
有
す
る
不
動
産
は
間
接
的
共
同
管
理
の
下

に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
一
八
〇
四
年
法
が
採
用
す
る
原
則
（
夫
婦
財
産
集
中
管
理
）
と
矛
盾
す
る
。

で
は
、
一
九
世
紀
、
夫
婦
財
産
集
中
管
理
は
一
八
〇
四
年
法
の
原
則
と
し
て
有
効
に
機
能
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
仮
に
、
（
先
に

引
用
し
た
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
）
条
文
の
存
在
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
れ
が
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
本
稿
の
課
題
は
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
㈱
　
と
こ
ろ
で
、
夫
婦
財
産
集
中
管
理
の
有
効
性
は
、
実
際
に
は
妻
の
法
定
抵
当
権
（
ま
壱
。
夢
α
ε
巴
0
σ
q
巴
Φ
α
Φ
一
手
Φ
目
貫
Φ
）
（
以
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

単
に
「
法
定
抵
当
権
」
と
記
し
た
場
合
に
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
全
て
妻
の
法
定
抵
当
権
を
指
す
）
の
目
的
物
の
範
囲
に
よ
り
決
定
さ
れ

を
（
そ
の
詳
細
は
本
章
第
二
節
参
照
）
。
一
方
に
お
い
て
、
あ
る
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
で
あ
れ
ば
、
妻
は
、
夫
の
処
分
後
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
財
産
を
追
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
法
が
認
め
る
夫
の
管
理
を
、
妻
が
事
実
上
事
後
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
他
方
で
、
こ
の
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
夫
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
を
処
分
す
る
に
際
し
て
妻
に
法
定
抵
当
権
を
放
棄
さ
せ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
事
実
上
、
不
動
産
管
理
を
妻
の
同
意
に
服
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
と
さ
れ

た
財
産
は
夫
婦
財
産
集
中
管
理
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
第
二
章
に
お
い
て
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物

の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
夫
婦
財
産
管
理
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
分
析
に
よ
り
、
夫
婦
間
に
存
在
す
る
不
動
産

513　（72－3－55）
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●
●

は
全
て
事
実
上
の
共
同
管
理
に
服
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
次
に
､
学
説
及
び
判
例
が
､
な
ぜ

一
八
〇
四
年
法
の
原
則
に
抵

触
す
る
よ
う
な
解
釈
を
打
ち
立
て
た
の
か
が
問
題
と
な
る
｡
本
稿
は
､
第
三
章
に
お
い
て
､
そ
の
理
由
を
分
析
す
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
こ
の
作
業
に
よ
り
､

1
九
世
紀
の
夫
婦
財
産
管
理
の
有
り
様
に
つ
い
て
の
従
前
の
理
解
は

1
定
の
修
正
を
余
儀
な
-
さ
れ
る
.

そ
し
て
'
こ
の
こ
と
は
二
〇
世
紀
の
夫
婦
財
産
関
係
法
改
革

(具
体
的
に
は

一
九
六
五
年
七
月

二
二
日
法
'
以
下
､
単
に

二

九
六
五
年

法
｣
と
呼
ぶ
)
の

(真
の
)
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
本
研
究
の
意
義
は
夫
婦
財
産
関
係
法
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
｡

な
ぜ
な
ら
､
こ
の
間
題
は
､
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
､
抵
当
制
度
の
在
り
方

(抵
当
観
)
に
つ
い
て
の
理
解
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

か
ら
で
あ
る
｡
実
際
に
は
'
こ
の
分
析
を
通
し
､
わ
れ
わ
れ
は

一
九
世
紀
の
支
配
的
な
抵
当
観
を
知
る
こ
と
に
な
る
｡
な
お
､
本
稿
は
検
討

の
対
象
を

一
八
五
五
年
以
前
の
学
説
及
び
判
例
に
限
定
す
る
｡
そ
れ
は
､
(
一
九
世
紀
最
大
の
抵
当
法
改
革
で
あ
る
)

一
八
五
五
年
三
月
二

三
日
法

(以
下
､
単
に

｢
1
八
五
五
年
法
｣
と
呼
ぶ
)
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
､

1
九
世
紀
乃
至
二
〇
世
紀
の
抵
当
法
改
革

全
体
の
意
義
を
正
し
-
評
価
す
る
大
前
提
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
本
稿
は
こ
れ
ら
の
改
革
法
の
再
評
価
に
ま
で
触
れ
る
も

の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
後
日
の
再
評
価
の
作
業
に
あ
た
っ
て
の
'
重
要
な
資
料
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
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本
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で
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文
献
を
､
こ
こ
で
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掲
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-
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こ
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ら
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'
以
下
､
太
字
体
で
表
記
し
た
部
分
の
み
で
引
用
す
る
｡

･
仏
語
文
献
I
A
Y
N
f:S
(L
.)
e
t
C
R
O
C
Q
(P
.),
L
es
s
a
re
teIs,
la
p
u
b
liciteIf
o
n
cieIre,
P
a
ris)
D
e
frh
o
is〉
2
00
3;
B
E
R

T
A
U
ZJD

(A
.),
D
e
la

su
b
l･O
g
a
tio
n
aL
l'hh
o
th
etq
u
e
leJg
a
le
d
es
fem
m
es
m
a
rieJes
,
P
a
ris,
)85
3
;
B
E
R
T
A
U
L
D

(A
.),
D
e
1.hh
o
th
etq
u
e
leJg
a
le
d
es
fem
m
es

m
a
n
'eJes
su
r
les
c
o
n
q
u
a
ts
d
e
la
com
m
un
a
u
teJ,
P
a
ris,
)8
5
2
;
C
O
R
N
U

(G
.)}
V
oca
bu
la
iyle
ju
rid
iq
u
e,
4
ee
d
.〉
P
a
ris〉
P
.
U
.
F
.,
200
3
;

D
ln
V
tN
C
O
tJR
T
,
C
o
u
p:s
d
e
C
o
d
e
civil
,3
v
o
1.,
Paris,
)8
2
4
;
D
o
c
zLm
en
tS
ylela
tZfs
a
u
r

e/g
im
e
hh
o
th
eJca
ire
et
a
ux
re7
0
rm
es
q
u
i
on
t

eJteJ
p
rop
oseJes
.p
u
b
)i6s
p
a
r
o
rd
re
d
e
M
.
M
A
R
T
t
N

(D
U

N
O
R
D
),
3
v
o
t.,
P
a
ris,
)8
4
4
;
()U

R
A
N
T
O
N
.
C
o
u
r:s
d
e
d
710
it
f
7Ta
n
ga
is
su
iya
n
t

le
C
o
d
e
civil,
22
v
o
t.V
P
a
ris,
)82
5
･
18
4
2
;
D
U
V
A
L
(A
.),
E
ssa
7,4
Su
r
les
o
n
'g
in
es
et
le
d
eJv
elop
p
em
en
t
d
e
l'hh
o
th
etq
u
e
leJg
a
le
d
e
la

fem
m
e
m
a
n
'eJe
en
p
ay
s
cou
tu
m
ier
,
th
e
se
,
P
a
ris,
)9
)0
;
G
tD
E
(P
.),
E
tu
d
e
su
r
la
co
n
d
itio
n
p
riue/e
d
e
la
f
em
m
e
d
a
n
s
le
d
ro
it
a
n
cien

et
m
od
em
e,
P
a
ris,
18
6
7
;
G
R
E
N
tE
R

(J
.),
T
ym
tteI
d
es
hh
o
th
eIq
u
es
,
2
v
o
t.,
2ee
d
,
)8
2
4
;
ttA
L
P
抄
R
IN
(J
.･L
),
H
isto
ire
d
u
d
ro
it
p
n
.v
eJ



フランス民法典における夫婦財産集中管理の帰趨 (香山)

fym
lga
is
d
Q
u
is
]
8
0
4
,
P
a
ris〉
P
.
U
.
F
J

9
9
6
;
L
E
F
E
B
V
R
E
(G
.),
C
o
u
rs
d
e
d
o
ctra
t
su
r
l'h
isto
ire
d
u
d
ro
it
m
a
trim
o
n
ia
l
f
ra
n
ga
is,
le

dro
it
d
es
g
en
s
m
a
n
'eIs
L

g
0
8
;
M
A
L
A
U
R
tE

(P
h
.)
e
t
A
Y
N
i
]S

(L
.),
L
es
re
Jg
im
es
m
a
tr
im
o
Tu
a
u
x
,
P
a
risY
D
e
fren
o
is}
2
0
0
4
;

M
f
:R
tG
N
H
A
C
(L
.)
e
t
M
抄
R
ZG
N
H
A

C
(A
.),
T
7m
tie/
th
eJo
n
Jq
u
e
et
p
ra
tiq
u
e
d
es
con
tra
ts
rela
tlfs
aL
l'hh
o
th
etq
u
e
le/g
a
le
d
e
la
f
em
m
e

m
a
rieJe,
2
ee
d
.,
P
a
ris,
)9
0
3
;
N
E
R
S
O
N

(R
.),
L
a
p
u
b
liciteJ
d
es
hM
o
th
eLq
u
es
leJg
a
les
d
e
la
f
em
m
e
m
a
rieJe
et
d
e
l'in
cap
a
b
le
en
tu
telle,

R
ev
.
tn
.m
.
d
r.
ciu
.,
)
9
5
8
,p
p

.)
6
)
et
sJ
O
L
IV
IE
R
-

M
A
R
T
IN
(F
r
.),
H
isto
ire
d
e
la
co
u
tu
m
e
d
e
la
p
71eJu
ô
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法
』
(東
京
大
学
出
版
会
､

1
九
八
五
年
)､
犬
伏
由
子

｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
夫
婦
財
産
関
係
法
と
夫
婦
の
平
等
1

1
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法
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八
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-
｣

『法
政
研
究
』
第
七
〇
巻
第

l
号

(二
〇
〇
三
年
)

1
-
五
八
頁
､
関
口
晃

｢妻
の
法
律
的
地
位
｣
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
1
五
〇
年

(上
)』

(有
斐
閣
'

一
九
五
七
年
)

一
六
六
-
二
三
八
頁
'
高
橋
朋
子

『近
代
家
族
団
体
論
の
形
成
と
展
開
･⊥
家
族
の
団
体
性
と
個
人
性
』
(有
斐
閣
､
一
九
九
九

年
)､
橋
本
真

｢抵
当
権
の
処
分

(フ
ラ
ン
ス
法
)｣
椿
寿
夫
編

『担
保
法
理
の
現
状
と
課
題
』
(社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
､

一
九
九
五
年
)
二
七
〇

-
二
七
四
貢
､
星
野
英

1
｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
動
産
物
権
公
示
制
度
の
沿
革
の
概
観
｣
『民
法
論
集

･
第
二
巻
』
(有
斐
閣
､

一
九
七
〇
年
)

一
I

l

〇
六
貢
､
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
研
究
会

｢試
訳
･共
和
暦
七
年
プ
リ
ユ
メ
ー
ル
二

日
の
抵
当
制
度
に
関
す
る
法
律
-
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
の
翻
訳

(
一
)
-
｣

『法
政
研
究
』
第
六
九
巻
第
四
号

(二
〇
〇
三
年
)
八
〇
七
-
八
二
五
頁
｡

(2
)

以
下
､
単
に

｢
1
八
〇
四
年
法
｣
と
呼
ぶ
.
な
お
､
本
稿
に
お
い
て
単
に
条
文
数
だ
け
を
示
し
た
場
合
に
は
､
そ
れ
は
全
て
一
八
〇
四
年
法
の
そ
れ

で
あ
る
｡

(3
)

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て

｢管
理
｣
(a
d
ヨ
in
istr
ation
)
は
､
管
理
行
為
だ
け
で
な
-
､
処
分
行
為
を
含
む
広
い
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る

(cf.

C
o
rn
u
,
p
.30.)｡
本
稿
も

｢管
理
｣
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
い
る
｡

(4
)

本
稿
は
､
夫
婦
財
産
制
と
抵
当
制
度
の
関
係
の
分
析
を
通
じ
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
た

が
っ
て
'
本
来
で
あ
れ
ば
､
法
定
制
で
あ
る
動
産
後
得
財
産
共
通
制
だ
け
で
な
-
､
他
の
財
産
制
も
検
討
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
特
に
､
本
稿
の

主
た
る
検
討
対
象
で
あ
る
法
定
抵
当
権
は
'
沿
革
的
に
は
ロ
ー
マ
法
の
嫁
資
制
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
以
上
､
嫁
資
制
と
の
関
係
の
分
析
は
不
可
欠
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
本
稿
が
法
定
制
だ
け
を
検
討
の
対
象
と
し
た
の
は
､
も
ち
ろ
ん

一
八
〇
四
年
法
が
'
嫁
資
制
で
な
-
動
産
後
得
財

産
共
通
制
を
夫
婦
財
産
制
の
理
念
型
と
し
て
想
定
し
､
そ
れ
を
前
提
に

(夫
婦
財
産
制
以
外
の
)
民
法
上
の
諸
制
度
を
構
築
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
｡
し
た
が
っ
て
､
本
稿
は
､
所
期
の
目
的
の
た
め
に
､
動
産
後
得
財
産
共
通
制
と
抵
当
制
度
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
た
｡
実

際
､
夫
婦
財
産
共
同
管
理
機
能
を
担
う
抵
当
権
代
位
は
､
主
と
し
て
共
通
制
の
下
で
機
能
す
る
こ
と
に
な
る

(後
掲

1
八
五
二
年
二
月
二
八
日
デ
ク
レ
二

〇
条
二

八
五
五
年
法
九
条
参
照
)｡
し
た
が
っ
て
､
動
産
後
得
財
産
共
通
制
だ
け
を
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
'
抵
当
権
代
位
を
抵
当
制
度
の
史
的
発

(72-3-58)516
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展
過
程
の
重
要
な

一
要
素
と
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

(5
)

｢
一
四
〇
一
条

共
通
財
産
の
積
極
的
構
成
部
分
は
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
0

一

夫
婦
双
方
が
婚
姻
挙
式
日
に
有
す
る
動
産
の
す
べ
て
及
び
婚
姻
期
間
中
に
相
続
又
は
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
動
産
の
す
べ
て
O
た
だ
し
､
贈

与
者
が
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
と
き
は
'
こ
の
限
り
で
な
い
｡

二

婚
姻
中
に
取
得
又
は
受
領
さ
れ
'
及
び
婚
姻
挙
式
日
に
夫
婦
に
属
し
て
い
た
財
産
又
は
名
義
を
問
わ
ず
夫
婦
が
婚
姻
中
に
取
得
し
た
財
産
か

ら
生
じ
た
､
果
実
､
所
得
'
利
息
及
び
定
期
金
の
す
べ
て
｡

三

婚
姻
中
に
取
得
し
た
不
動
産
の
す
べ
て
｡｣

(6
)

｢
1
四
〇
四
条

夫
婦
が
婚
姻
挙
式
日
に
有
し
た
不
動
産
又
は
婚
姻
中
に
相
続
名
義
で
取
得
し
た
財
産
は
､
共
通
財
産
に
組
み
込
ま
れ
な
い
｡

夫
婦
の
一
方
が
､
共
通
制
の
合
意
を
含
む
夫
婦
財
産
契
約
か
ら
婚
姻
挙
式
ま
で
の
期
間
に
不
動
産
を
取
得
し
た
と
き
は
､
こ
の
期
間
中
に
取
得
し

た
不
動
産
は
共
通
財
産
に
組
み
込
ま
れ
る
｡
た
だ
し
､
不
動
産
の
取
得
が
夫
婦
財
産
契
約
の
約
款
の
履
行
と
し
て
な
さ
れ
た
と
き
は
､
こ
の
限
り
で

な
い
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
共
通
財
産
は
契
約
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
｡｣

(7
)

｢
1
四
〇
五
条

婚
姻
中
に
不
動
産
が
夫
婦
の
1
万
に
贈
与
さ
れ
た
と
き
は
､
そ
の
不
動
産
は
共
通
財
産
に
組
み
込
ま
れ
ず
'
受
贈
者
の
所
有
に
帰

す
る
｡
た
だ
し
､
贈
与
に
お
い
て
贈
与
物
が
共
通
財
産
に
属
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
き
は
'
こ
の
限
り
で
な
い
｡｣

(8
)

し
か
し
な
が
ら
'

一
八
〇
四
年
法
は
､
無
制
限
な
夫
の
管
理
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
夫
は
､
不
動
産
の
贈
与
､
動
産
の
包
括
的
贈
与
､
用

益
権
留
保
付
き
の
動
産
贈
与

(
1
四
二
二
条
)
(た
だ
し
､
共
通
子
の
独
立

〔6tabtissem
ent〕
の
た
め
で
あ
れ
ば
､
夫
は
､
こ
れ
ら
の
贈
与
を
行
う
こ

と
が
で
き
る

〔
l
四
二
二
条
〕)
及
び
共
通
財
産
中
の
夫
の
持
分
を
超
え
た
遺
贈

二

四
二
三
条

一
項
)
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
す
で
に
l
九
世
紀
前
半
の
判
例

(R
eq.
5
fe
vr.
)850,
D
.50.).
97.)
及
び
学
説

(cf.T
r
oplon
g
,
m
an
.

age,t.ZI,
n
.S
903
-
9
0
6
.)

は
､
不
動
産
贈
与
の
禁
止
が
妻
の
利
益
保
護
を
目
的

と
し
た
も
の
で
あ
る

こと
を
理
由
に
､
妻
が
夫
の
贈

与
行

為
に
参
加
し
た
場
合
の
当
該
贈
与
の
有
効

性
を
承
認
し
て
い
る

(詳
し
-
は

Ptaniolet
R
ipert,
t.
V
tZt.
n
o
554
参
照
).
夫
婦
財
産
の
一
部
共
同
管
理
を
導
入
し
た

l
九
六
五
年
法

(同
法
に

つ
き
､
詳
細
は
､
稲
本

一
五
五
貢
以

下
参
照
)

一
四
二
二
条
は
､
こ

の
準
則
を
公
認
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡

(9
)

｢
一
四
二
八
条

夫
は
妻
の
個
人
財
産
の
す
べ
て
に
つ
い
て
管
理
を
有
す
る
｡

夫
は
妻
に
属
す
る
動
産
及
び
占
有
訴
権
の
す
べ
て
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

夫
は
妻
の
承
諾
な
し
に
そ
の
個
人
不
動
産
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
0

夫
は
保
存
行
為
の
欠
如
に
よ
り
生
じ
た
妻
の
個
人
財
産
の
穀
損
に
つ
き
そ
の
責
め
に
任
ず
る
｡｣

(
10
)

関
口
1
八
三
頁
｡

(11
)

稲
本

〓
ハ
四
-

1
六
五
貢
｡

517(72-3-59)
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1615141312

稲
本
三
五

一
貢
｡

稲
本
三
七
七
～
三
七
八
貢
｡

稲
本
三
二
九
貫
｡

稲
本

一
六
九
貢
参
照
｡

一
九
八
五
年

二

一月
二
三
日
法
は
共
通
財
産
管
理
に
対
す
る
夫
婦
の
平
等
を
実
現
す
る
が
'
同
法
の
下
に
お
い
て
は
､
三
つ
の
管
理
方
法
が
存
在
し

(72-3-60)518

て
い
る

(cf.
M
a
la
u
rie
et
A
yn
es,
7TeJgim
es
m
a
tn
.m
on
iaux
,n
os
4
02
･4
0
4
.)｡
す
な
わ
ち
､
夫
婦
双
方
が
共
通
財
産
全
体
に
対
し
て
管
理
を
有
す
る

｢競
合
管
理
｣

(gesti
on
concurr
ente)､
夫
婦
が
二
人
で
管
理
す
る

｢共
同
管
理
｣

(Cogestion
)
'
夫
婦
の
一
方
だ
け
が
特
定
の
共
通
財
産
を
単
独
で

管
理
す
る

｢独

立
管
理
｣

(g
esti
on
sep
a
re
e
)
で
あ
る

(詳
し
-
は
犬
伏

｢夫
婦
の
平

等
固
｣
九
五
-
九
九
貢
参
照
)｡
本
稿
は
､
｢共
同
管
理
｣
と
い

う
概
念
を
'

一
九
八
五
年
法
に
お

け
る

《C
o
g
est
ion》
の
意
味
で
用
い
て
い
る
｡

(17
)

A
ynes
et
C
rocq,si2reteJs
.
n
.
7
04
.

(18
)

同
趣
旨
の
指
摘
と
し
て
'
ア
ン
ベ
ー
ル
二

六
-

二

七
頁
､
M
a
la
u
rie
et
A
y
n
es,
reJg
im
es
m
a
tn.m
oniaux,n
o
4
)0
(｢妻
が
享
受
す
る
法
定

抵
当
権
の
た
め
に
､
夫
は
､
実
際
に
は
､
妻
の
協
力
な
し
に
共
通
財
産
中
の
不
動
産
を
譲
渡
す
る
こ
と
が

で
き
な

か
っ
た
｣
)
;
P
ie
d
e
tiev
re〉p
12
3
2

(｢妻
の
法
定
抵
当
権
は
有
害
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
､
有
用
で
あ
っ
た
｡
な
ぜ
な
ら
､
そ
れ
は
非
常
に
広
い
方
法
に
お
い
て
夫
の
不
動
産
取
引

へ
の
参
加
及

び

規
制

(p
articip
er
et
contr61er)
を
､
妻
に
認
め
た
か
ら
で
あ
る
｣
)
"
H
a
tp
&
in
,
n
.

53,p.9
)
(｢妻
の
法
定
抵
当
権
の
譲
渡
性
を
認
め
な
が
ら
､

実
務
は
､
夫
が
自
己
の
財
産
の
売
却
又
は
抵
当
権
設
定
を
行
う
毎
の
､
妻
の
介
入

(inter
ven
tion
)
を
奨
励
し
た
O
こ
の
法
定
抵
当
権
の
放
棄
は
'
-

夫
婦
の
結
合

(a
sso
c
ia
tio
n

conjug
a
le
)

に
お
け
る

[夫
婦
の
]
平
等
を
回
復
し
た
の

で
あ
る
｣
)
参
照
｡

2

法
定
抵
当
権
の
共
同
管
理
機
能

川

夫
婦
財
産
の
管
理
の
帰
属
は
､
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
と
関
係
す
る
｡
こ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う

(t
'

か
｡
中
心
的
課
題

の
検
討

に
先
立
ち
､

こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

伺

1
八
〇
四
年
法
は
､

1
万
で
妻
を
無
能
力
者
と
し
､
他
方
で
夫
に
共
通
財
産
だ
け
で
な
-
妻
の
固
有
財
産
に
対
し
て
ま
で
広
範
な
権
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限
を
付
与
し
た
｡
そ
こ
で
､
夫
の
悪
し
き
財
産
管
理
か
ら
妻
を
保
護
す
る
必
要
が
生
じ
､

一
八
〇
四
年
法
は
､
そ
の
た
め
の
制
度
を
複
数
準

(20
)

(21
)

備
し
て
い
る
Q
法
定
抵
当
権
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
｡
極
め
て
簡
潔
に
で
は
あ
る
が
､
法
定
抵
当
権
制
度
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
O

(22
)

(23
)

妻
は
'
夫
に
対
し
て
有
す
る
債
権

(被
担
保
債
権
の
種
類
に
つ
い
て
は
二
二

二

条

一
項
及
び
二
一
三
五
条
参
照
)
の
担
保
の
た
め
に
､

｢夫
の
財
産
｣

(tes
biensd
e
leu
r
m
a
ri)
(二
二

二

条
)
又
は

｢夫
の
不
動
産
｣

(tesi

m
m
eubtes
de
teu
r
m
a
ri)
(二

二
二
五
条

一

●
●
●

項
二
号
)
に
､
法
定
抵
当
権
を
有
す
る
｡
こ
の
法
定
抵
当
権
の
順
位
は

一
様
で
は
な
い

(二
二
二
五
条
二
項
及
び
三
項
参
照
)
が
､
原
則
的

●に
婚
姻
日

(jo
u
r
d
u
m
ariage)
で
あ
る

(二
一
三
五
条

一
項
二
号
)｡
ま
た
､
法
定
抵
当
権
は
夫
の
現
在
及
び
将
来
の
全
不
動
産
を
目
的

(24)

と
す
る

(二

二

一二
条
)
0

こ
の
法
定
抵
当
権
は
登
記

(in
scription)
を
対
抗
要
件
と
し
な
い

(二

二
二
五
条

一
項
)
｡
し
た
が
っ
て
'
妻
は
､
未
登
記
の
状
態
で

夫
の
抵
当
権
者
又
は
第
三
取
得
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
も
っ
と
も
､
不
動
産
取
引
安
全
の
観
点
か
ら
は
法
定
抵
当

権
を
公
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡
そ
こ
で
､

一
八
〇
四
年
法
は
夫
ら
に
登
記
義
務
を
課
し
て
い
る

(二
二
二
六
条
､
な
お
併
せ
て
二
二
二

八
条
参
照
)
(も
っ
と
も
夫
ら
が
法
定
抵
当
権
を
登
記
す
る
こ
と
は
､
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
)0

法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
を
購
入
し
た
者
は
､
そ
れ
を
源
除

(p
≡
g
e
)
に
よ
り
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
法
定
抵
当
権
が
登
記

さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
は
通
常
の
源
除
手
続

(二
一
八

一
-
二
一
九
二
条
)
に
従
い
､
又
､
そ
れ
が
未
登
記
の
場
合
に
は
特
別
手
続

(二

一
九
≡
-

二
一
九
五
条
)
に
従
い
源
除
さ
れ
る
｡

再

こ
の
よ
う
な
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
が
不
動
産
取
引
の
障
害
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
不
動

産
取
得
者
は
､
不
動
産
購
入
後
し
か
も
購
入
か
ら
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
た
後
に
､
法
定
抵
当
権
に
よ
り
追
行
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
｡
ま

た
'
合
意
に
よ
り
抵
当
権
を
設
定
し
た
債
権
者
は
'
抵
当
権
実
行
段
階
に
至
り
'
優
先
的
順
位
を
有
す
る
妻
の
出
現
に
よ
り
不
動
産
競
売
代

価
の
大
部
分
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
も
ち
ろ
ん
､

一
八
〇
四
年
法
は
涯
除
制
度
を
用
意
し
て
い
る
が
､
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
第
三
取
得
者
に
限
ら
れ
る

(二
一
八

1
条
及
び
二

一
九
三
条
参
照
)｡
ま
た
､
准
除
手
続
は
､
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
第

519(72-3-61)
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三
取
得
者
に
と
っ
て
も
'
費
用
と
時
間
の
面
か
ら
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
公
証
実
務
は
､
不
動
産
取
引
毎
に
､
妻
に
法
定

●
●

●
●

抵
当
権
を
放
棄
又
は
譲
渡
さ
せ
る
手
法
を
用
い
る
｡
こ
れ
が
後
に

｢妻
の
法
定
抵
当
権

へ
の
代
位
｣

(la
sub
ro
g
a
tion
a
l'h
yp
otheque

16ga
l
e

d
e

s
fem
m
es
m
a
riees
)

(以
下
'
本
稿
に
お
い
て
は
単
に

｢抵
当
権
代
位
｣
と
呼
ぶ
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
｡

抵
当
権
代
位
は
法
定
抵
当
権
を
対
象
と
す
る
契
約
の
総
称
で
あ
り
､
こ
の
用
語
自
体
は

1
九
世
紀
中
葉
頃
か
ら

一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
､

一
九
世
紀
前
半
に
は
､
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
｡
ま
た
､
そ
の
有
効
性

･
要
件

･
効
果
に
つ
い
て
も
学

説
上
激
し
い
対
立
が
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
一
九
世
紀
前
半
の
抵
当
権
代
位
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
､
本
稿
に
お

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

い
て
は
､
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
-
｡
す
な
わ
ち
､
抵
当
権
代
位
と
は
､
妻
が
夫
の
債
権
者
又
は
第
三
取
得
者
に
対
し
て
法

●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

定
抵
当
権
の
利
益
を
放
棄
又
は
譲
渡
す
る
契
約
の
こ
と
で
あ
る
｡

抵
当
権
代
位
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
､
法
定
抵
当
権
は
機
能
不
全
の
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
､
債
権
者
も
取
得

者
も
､
安
心
し
て
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
､
又
は
そ
れ
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
そ
も
そ
も

一
八
〇
四
年
法
は
､
こ
の
よ
う
な
契
約
の
有
効
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

一
八
〇
四
年
法
は
､
妻

(25
)

が
夫
婦
財
産
契
約
で
法
定
抵
当
権
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る

(二
一
四
〇
条
)｡
ま
た
'
婚
姻
後
に
お
い
て
は
､
妻
は
､

妻
の
最
近
親
者
四
名
の
合
意
と
裁
判
所
へ
の
請
求
を
条
件
に
'
特
定
不
動
産
の
法
定
魔
当
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い

(二

(26
)

(27
)

一
四
四
条
及
び
二

一
四
五
条
参
照
)｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
夫
に
よ
る
不
動
産
取
引
毎
に
､
妻
が
合
意
の
み
で
法
定
抵
当
権
を
放
棄
又

●
●

は
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
恐
ら
-

一
八
〇
四
年
法
の
草
案
起
草
者
は
､
法
定
抵
当
権
の
個
別
放
棄
に
二
一
四
四

(28
)

条
及
び
二
一
四
五
条
の
手
続
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
実
際
'
初
期
の
判
例

(破
穀
院

一
八
二
二
年

一

(29
)

月
九
日
判
決
)
は
抵
当
権
代
位
に
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
い
た
｡
し
か
し
､
学
説
も
判
例
も
､
こ
れ
ら
の
手
続
を
要
し
な
い
抵
当
権
代

位
契
約
の
有
効
性
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
｡
で
は
､
こ
の
点
に
つ
い
て
､
学
説
は
､
ど
の
よ
う
な
論
理
を
用
い
て
'
こ
れ
ら
の
手
続
を
不
要

(30
)

と
す
る
結
論
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
ト
ロ
ロ
ン

(T
ro
p
-o
n
g
)
の
意
見
を
聞
い
て
み
よ
う
｡

(72-3-62)520
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「
妻
が
第
三
者
の
た
め
に
法
定
抵
当
権
を
放
棄
す
る
と
き
、
妻
は
、
こ
の
第
三
者
と
直
接
的
に
取
引
を
行
っ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
妻
は
法

定
抵
当
権
を
第
三
者
に
与
え
る
た
め
に
そ
れ
を
手
放
し
て
い
る
。
妻
は
、
買
手
を
決
定
す
る
た
め
又
は
金
銭
貸
主
を
決
定
す
る
た
め
に
、
そ
の
優
先
権
を
第

三
者
に
譲
渡
す
る
わ
け
で
あ
る
。
妻
が
夫
の
た
め
に
法
定
抵
当
権
を
放
棄
す
る
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
夫
の
た
め
の
放
棄
は
常
に
純
然
た
る
放
棄
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
そ
の
放
棄
に
よ
り
法
定
抵
当
権
が
移
転
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
放
棄
は
抵
当
権
を
移
転
さ
せ
る
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
わ
け
で

あ
る
。
…
法
律
は
第
三
者
の
た
め
の
抵
当
権
の
移
転
に
い
か
な
る
形
式
も
課
し
て
い
な
い
。
確
か
に
、
放
棄
す
る
妻
が
夫
の
た
め
と
い
う
理
由
で
そ
れ
を
決

心
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
ま
り
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
夫
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
夫
を
救
う
た
め
に
、
妻
は
そ
の
よ
う
な
放
棄
に
合

意
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
三
者
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
を
調
査
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
第
三
者
は
、
能
力
者
と
取
引
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

彼
は
共
通
法
を
信
頼
し
た
わ
け
で
あ
り
、
法
律
が
妻
が
夫
に
合
意
し
た
抵
当
権
解
除
及
び
登
記
抹
消
の
た
め
に
だ
け
要
求
し
た
手
続
を
、
法
定
抵
当
権
の
譲

渡
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
こ
の
者
の
善
意
を
裏
切
り
、
か
つ
契
約
法
を
冒
漬
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　

　
つ
ま
り
、
一
八
〇
四
年
法
が
要
求
す
る
手
続
は
、
妻
が
夫
の
た
め
に
法
定
抵
当
権
を
放
棄
す
る
場
合
に
限
り
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

第
三
者
の
た
め
に
放
棄
又
は
譲
渡
す
る
場
合
に
ま
で
、
そ
れ
は
要
求
さ
れ
な
い
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

　
⇔
　
法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
が
取
引
対
象
と
な
る
場
合
に
、
第
三
者
が
常
に
抵
当
権
代
位
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
る
こ
と
は
、

容
易
に
想
像
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
は
、
夫
は
単
独
で
不
動
産
を
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
常
に
妻
の
参
加
が
必
要
と
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
実
上
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
は
、
共
同
管
理
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
法
定
抵
当
権
の
共
同

管
理
機
能
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
夫
婦
間
の
全
て
の
不
動
産
が
当
然
に
共
同
管
理
に
服
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
共
同
管
理
に
服
す
る
の
は
、
あ
く

ま
で
法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
然
に
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
が
何
か
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

一
八
〇
四
年
法
は
「
夫
の
財
産
」
（
二
一
二
一
条
）
又
は
「
夫
の
不
動
産
」
（
二
＝
二
五
条
一
項
二
号
）
（
以
下
、
単
に
「
夫
の
財
産
」
と
呼

521　（72－3－63）
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逮
)
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
こ
と
を
規
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
｡
問
題
は

｢夫
の
財
産
｣
の
意
味
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､

一
八

〇
四
年
法

は
'
第
三
編
第

二
二
章

(先
取
特
権
及
び
抵
当
権
)
中
の
こ
の
概
念
が
'
同
編
第
五
章

(夫
婦
財
産
契
約
及
び
夫
婦
相
互
の
権
利
)
中
の
ど

(31
)

の
概
念
に
対
応
す
る
の
か
を
明
確
に
し
て
お
ら
ず
､
し
た
が
っ
て
､
こ
れ
を
明
確
に
し
な
い
限
り
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
は
決
定
さ
れ
な
い

わ
け
で
あ
る
｡

さ
て
､
以
上
の
点
を
念
頭
に
､
第
二
章
に
お
い
て
は
､
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
を
め
ぐ
る

1
九
世
紀
の
学
説
及
び
判
例
の
態
度
を

検
証
し
て
い
こ
う
｡

(72-3-64)522

(19
)

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る

｢抵
当
権
代
位
｣
に
つ
い
て
は
､
後
日
別
稿
で
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
は
橋
本
二
七

〇-
二
七
四
貢
が
あ
る
｡
仏
語
文
献
は
枚
挙
に
蓮
が
な
い
が
'
さ
し
あ
た
り

P
taniot
et
R
ip

ert,t.
X
ZlI,n
.s
L366･)43
)
を
挙
げ
て
お
-
O

(2
)

cf.
P
tan
io
l
et
R
ip
ert,
t.V
lZt,n
.
5
)7
.

(21
)

簡
単

に
で
は
あ
る
が
香
山
｢基
本
的
性
格
Ⅲ
｣
二
二
二
-
二
二
五
頁
参
照
｡

(22
)

｢
二
二

二

条

法
定
抵
当
権
が
付
与
さ
れ
る
権
利
及
び
債
権
は
､
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
｡

妻
の
権
利
及
び
債
権
に
つ
き
､
夫
の
財
産
に
対
し
て
｡

未
成
年
及
び
禁
治
産
者
の
権
利
及
び
債
権
に
つ
き
'
後
見
人
の
財
産
に
対
し
て
｡

国
家
､
市
町
村
及
び
公
施
設
の
権
利
及
び
債
権
に
つ
き
､
収
入
更
及
び
会
計
吏
の
財
産
に
対
し
て
｡

(23
)

｢
二
二
二
五
条

次
に
掲
げ
る
抵
当
権
は
'
す
べ
て
の
登
記
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
｡

1

末
成
年
及
び
禁
治
産
者
の
抵
当
権
｡
こ
の
抵
当
権
は
'
財
産
管
理
の
た
め
に
､
後
見
受
諾
日
か
ら
後
見
人
に
属
す
る
不
動
産
上
に
成
立
す
る
｡

二

妻
の
抵
当
権
｡
こ
の
抵
当
権
は
､
嫁
資
及
び
夫
婦
財
産
契
約
の
た
め
に
､
婚
姻
日
か
ら
夫
の
不
動
産
上
に
成
立
す
る
｡

妻
は
､
婚
姻
期
間
中
の
相
続
又
は
贈
与
か
ら
生
じ
た
嫁
資
金
銭
に
つ
い
て
は
､
相
続
開
始
又
は
贈
与
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
に
限
り
､
抵
当
権
を

有
す
る
｡

妻
は
､
夫
と
と
も
に
負
担
し
た
債
務
の
補
償
及
び
譲
渡
さ
れ
た
固
有
財
産
の
再
運
用
に
つ
い
て
は
､
債
務
負
担
日
又
は
売
却
日
か
ら
に
限
り
､
抵
当

権
を
有
す
る
｡

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
､
本
条
の
規
定
は
本
章
公
布
以
前
に
第
三
者
が
取
得
し
た
権
利
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡｣
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(24
)
｢
二

二

三

条

法
定
抵
当
権
を
有
す
る
債
権
者
は
'
債
務
者
に
属
す
る
不
動
産
及
び
後
に
債
務
者
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
不
動
産
の
す
べ
て
に
つ
き
､

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
し
､
以
下
で
掲
げ
る
制
限
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡
｣

(25
こ

｢
二

一
四

〇
条

夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
､
成
年
当
事
者
が
夫
の
一
つ
又
は
複
数
の
不
動
産
に
つ
い
て
の
み
登
記
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
と
き
は
'

登
記
の
た
め
に
指
示
さ
れ
な
か
っ
た
不
動
産
は
､
妻
の
嫁
資
並
び
に
取
戻
及
び
夫
婦
財
産
契
約
上
の
合
意
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
か
ら
解
放
さ
れ
る
｡

た
だ
し
､
ま
っ
た
-
登
記
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
合
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
｣

(MS
)

｢
二

一
四
四
条

夫
は
､
妻
の
合
意
と
家
族
会
に
集

っ
た
最
近
親
者
四
名
の
意
見
を
聞
い
た
後
､
嫁
資
､
取
戻
及
び
夫
婦
財
産
契
約
上
の
合
意
を
担

保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
不
動
産
上
の
包
括
抵
当
権
を
､
妻
の
権
利
の
完
全
な
保
全
の
た
め
に
十
分
な
不
動
産
に
制
限
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡
｣

(27
)

｢
二

1
四
五
条

夫
及
び
後
見
人
の
請
求
に
基
づ
-
判
決
は
'
政
府
委
員
の
意
見
聴
取
後
'
対
審
形
式
で
下
さ
れ
る
｡

裁
判
所
が
数
個
の
不
動
産

へ
の
抵
当
権
の
減
殺
を
宣
言
し
た
と
き
は
､
そ
れ
以
外
の
登
記
は
抹
消
さ
れ
る
｡
｣

(28
)

香
山

｢基
本
的
性
格
㈲
｣
三
四
六
頁
｡
た
だ
し
､
国
務
院
審
議
に
お
い
て
､
個
別
放
棄
に
､
こ
れ
ら
の
規
定
を
課
さ
な
い
こ
と
を
前
提
に
発
言
し
て

い
る
者

(ト
ロ
ン
シ
エ
)
も
い
る

(香
山

｢基
本
的
性
格
㈲
｣
三
四

一
頁
)
｡

31 30 29

R
e
q.9

j

an
v
.
)82
2
,
S
.

2
3
.
1.
14
8
.

T

roplo
n
g
}
hh
o
thet
que
s,t.
ti}
n
.
6
43
b

is,
p
p
.57
6･
5
7
8
.

1
八
〇
四
年

法
の
起

草
者
は法
定
抵
当
権
と
共
通
制
の
関
係
に
無
自
覚
で
あ

っ
た

(Lefebv
re↓p
.569,n
o
te
t.)｡
そ
れ
は
草
案
起
草
者
で
あ
る
ト

レ
ヤ
ー
ル
の
思
惑

(香
山

｢基
本
的
性
格

㈲｣
二
〇
三
1
二
〇
四
貫
)
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
｡

二
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲

-

序
論

用

法
定
抵
当
権
の
目
的
物
は
､
事
実
上
､
共
同
管
理
の
対
象
と
な
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
抵
当
権
は
不
動
産
の
み
を
目
的
と
す
る
物
権
で
あ

523(72-3-65)



論 説

る

(二
二

四
条
)
の
で
､
共
通
財
産
中
の
動
産
に
つ
い
て
は

一
八
〇
四
年
法
の
原
則

(夫
婦
財
産
集
中
管
理
)
が
常
に
妥
当
す
る
｡
問
題

は
､
夫
婦
間
に
存
在
す
る
不
動
産
の
う
ち
､
ど
の
不
動
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
か
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､

一
八
〇
四
年
法

は

｢夫
の
財
産
｣
(二
1
二
l
条
)
と
記
す
の
み
で
､
そ
れ
が
第
三
編
第
五
章
中
の
諸
概
念
の
何
を
指
す
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
｡

し
た
が
っ
て
､
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
全
て
学
説
及
び
判
例
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

夫
婦
間
に
は
三
種
類
の
不
動
産
が
存
在
し
て
い
る
｡
夫
の
固
有
財
産
､
妻
の
固
有
財
産
及
び
後
得
財
産

(acq
u
e
ts
)

で
あ
る
｡

■
●

妻
の
固
有
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

ま
た

｢夫
の
財
産
｣
が
夫
の
固
有
財
産
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
､
問
題
は
な
い
｡
夫
の
固
有
財
産
は
夫
の
財
産
以
外
の
何
も
の
で

も
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
夫
の
固
有
財
産
は
､
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
し
た
か
放
棄
し
た
か
を
問
わ
ず
､
常
に
法
定
抵
当
権
の

目
的
と
な
り
'
妻
は
､
天
か
ら
の
固
有
財
産
の
譲
受
人
又
は
抵
当
権
者
に
対
し
て
､
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
結
果
､

(32
)

夫
は
事
実
上
そ
れ
を
単
独
で
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

(33
)

回

問
題
は
後
得
財
産
の
取
り
扱
い
で
あ
る
｡
相
続
及
び
贈
与
以
外
の
方
法
で
夫
婦
が
婚
姻
中
に
取
得
し
た
不
動
産

(後
得
財
産
)
は
す

●
●
●

●
●

べ
て
共
通
財
産
と
な
る

(
一
四
〇
一
条
三
号
)
が
'
こ
の
後
得
財
産
は
厳
密
に
は
夫
婦
の
不
動
産
に
他
な
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
夫
の
不

動
産
を
目
的
と
す
る
法
定
抵
当
権
は
､
後
得
財
産
を
目
的
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
義
が
当
然
に
生
じ
る
｡
そ
こ
で
､
後
得
財
産
が

法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
｡

夫
婦
財
産
集
中
管
理
に
従
順
で
あ
る
た
め
に
は
'
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
は
狭
-
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
後
得
財
産
は

法
定
抵
当
権
の
客
体
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
実
際
､

1
八
〇
四
年
法
の
厳
密
な
文
理
解
釈
は
､
そ

の
よ
う
な
結
論
を
十
分
に
正
当
化
す
る
で
あ
ろ
う
｡｡

｡

(34
)(35
)

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
後
得
財
産
が
常
に
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
は
､
管
見
の
限
り
で
は
存
在
し
な
い
｡

な
ぜ
な
ら
､
後
得
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
と
な
る
と
解
し
た
と
し
て
も
､
夫
婦
財
産
集
中
管
理
に
抵
触
し
な
い
場
合
が
存
在
す
る
か

(72-3-66)524
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ら
で
あ
る
｡
で
は
､
学
説
は
､
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
れ
を
肯
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

再

法
定
抵
当
権
は
本
来
的
に
婚
姻
解
消
後
に
機
能
す
る
が
､
婚
姻
解
消
後
､
後
得
財
産
の
運
命
は
妻

(又
は
妻
の
相
続
人
)
の
意
思
に

従
属
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
妻
は
相
続
財
産
の
放
棄
又
は
承
認
を
行
う
選
択
権
を
有
す
る

(
一
四
五
三
条
)
が
､
そ
の
態
度
決
定
に
よ
り
後
得

財
産
は
､
そ
の
選
択
に
応
じ
た
性
質
を
取
得
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
後
得
財
産
を
目
的
と
す
る
法
定
抵
当
権
も
､
そ
の
影
響
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
､
こ
の
財
産
上
に
他
の
利
害
関
係
人

(具
体
的
に
は
天
か
ら
の
物
権
取
得
者
)
が
存
在
す
る
か
否
か
も
､
こ
の
間
題

を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
の
重
要
な
要
素
と
な
る
｡

そ
こ
で
､
以
下
で
は
､
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合

(第
二
節
)
と
､
そ
れ
を
承
認
し
た
場
合

(第
三
節
)
と
に
分
け
て
､
こ
の
間

題
を
検
討
す
る
｡
ま
た
､
こ
の
二
つ
の
事
案
は
､
婚
姻
解
消
時
に
後
得
財
産
が
共
通
財
産
を
構
成
し
続
け
て
い
る
場
合

(第
二
節
第

一
款
及

び
第
三
節
第

1
款
)
と
､
そ
れ
が
既
に
処
分
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合

(第
二
節
第
二
款
及
び
第
三
節
第
二
款
)
と
に
再
区
分
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
｡
以
下
'
こ
の
四
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
､
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
を
検
証
し
て
い
-
0

(3
)

c
f_
P
lan
io
t
e
t
R

ipert,t
.
V
t
t
l
〉
n
.

574.

(33
こ

本
稿
第
三
章

は
t

l
八
四
1
年
の
政
府
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

(意
見
書
)
を
用
い
て
､
事
実
上
の
共
同
管
理
の
原
因
を
検
討
す
る
｡
で
は
､
こ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
お
い
て
､
本
章
の
問
題
は
'
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ
き
'
意
見
書
中
､
法
定
抵
当
権
の
目
的

物
に
つ
い
て
触
れ
た
の
は
､
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
､
ド
ゥ
エ
ー
控
訴
院
､
デ
ィ
ジ
ョ
ン
控
訴
院
'
ポ
ー
控
訴
院
及
び
カ
ー
ン
法
学
部
の
五
つ
の
機
関
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
は
'
本
章
の
脚
註
の
中
で
紹
介
す
る
｡
も
っ
と
も
､
ポ
ー
控
訴
院
は
､
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合
に
､
妻
は
後
得
財
産

の
第
三
取
得
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
述
べ
る
に
過
ぎ
ず
､
そ
れ
以
外
の
事
案
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い

(D
ocu
･

m
ents,t.
tZ,
p
.3
2
7
.)｡
ま
た
､
カ
ー
ン
法
学
部
も
､
後
得
財
産
に
登
記
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
記
す
だ
け
で
あ
り
､
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は

何
も
述
べ
て
い
な
い

(D
ocu
m
ents,t.Zr,
p
.3
85
.)

(3
)

cf.O
ud
in
o
t
V
p
.2
2
.

(35
し

た
だ
し
､

一

八
四

1
年
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
は
､
ド
ゥ
エ
ー
控
訴
院
が
､

l
四
二

l
条
を
根
拠
に
､
後
得
財
産
全
て
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
か

525(72-3-67)



論 説

ら
除
外
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る

(D
ocu
m

ents,t.
It,
p
.239.)
0

(72-3-68)526

2

共
通
財
産
放
棄
の
場
合

前
述

(第

l
章
第
二
節
伺
参
照
)
の
よ
う
に
'

1
八
〇
四
年
法
は
妻
に
対
し
て
複
数
の
保
護
的
措
置
を
付
与
し
た
｡
共
通
財
産
放
棄
(
t
a

ren
onciation
a
ta
com
m
u
naut6)
は
､
そ
の
一
つ
で
あ
る
O

共
通
制
の
解
消

(解
消
原
因
に
つ
い
て
は

T
四
四

l
条
参
照
)
後
､
共
通
財
産
の
清
算
及
び
分
割
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
な

が
ら
､
共
通
制
存
続
中
の
夫
の
悪
し
き
財
産
管
理
は
妻
を
危
険
に
曝
す
恐
れ
が
あ
る
｡
そ
こ
で
､

1
八
〇
四
年
法
は
'
清
算
及
び
分
割
に
先

立
ち
'
妻

(又
は
妻
の
相
続
人
)
に
選
択
権

(u
n
d
ro
it
d
♂
ption
)
を
付
与
し
た
｡
す
な
わ
ち
'
妻
は
､
共
通
財
産
を
承
認

(accepta･

tio
n
)
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
､
共
通
財
産
が
多
-
の
債
務
を
抱
え
て
い
る
場
合
な
ど
に
は
､
三
ケ
月
と
四
〇
日
以
内
の
夫
の
住
所
の
第

一

審
裁
判
所
の
書
記
課
に
対
す
る
申
述

(
一
四
五
七
条
)
に
よ
り
､
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
る

二

四
五
三
条
)｡
共
通
財
産
を
放
棄

し
た
妻

(以
下
､
単
に

｢放
棄
妻
｣
と
呼
ぶ
)
は
､
共
通
財
産
に
対
す
る
全
て
の
権
利
を
失
う

(
1
四
九
二
条

1
項
)
が
'
そ
れ
に
よ
り
､

共
通
財
産
の
債
務
の
分
担
か
ら
免
れ
る
こ
と
に
な
る

二

四
九
四
条
)
0

で
は
､
放
棄
妻
は
後
得
財
産
上
に
法
定
抵
当
権
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
間
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
'
先
に
述
べ
た
よ
う

に
､
後
得
財
産
が
共
通
制
解
消
時
に
共
通
財
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合

(第

一
款
)
と
'
そ
れ
以
前
に
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合

(第
二
款
)

と
に
分
け
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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用

後
得
財
産
が
共
通
制
解
消
時
に
共
通
財
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合

川

相
続
人
が
相
続
を
放
棄
し
た
場
合
､
こ
の
相
続
人
は
初
め
か
ら
相
続
人
で
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
｡

1
八
〇
四
年
法
は
へ
こ

の
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る

(七
八
五
条
)
が
､
で
は
､
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
妻
は
法
的
に
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
ろ

●
●

う
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
相
続
の
場
合
と
異
な
り
､

一
八
〇
四
年
法
は
何
ら
の
規
定
も
設
け
て
い
な
い
o
し
か
し
な
が
ら
､
学
説
は

一
般

●
●

的
に
相
続
放
棄
の
場
合
と
同
様
に
考
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
に
よ
り
'
妻
は
全
-
共
通
財
産
の
所
有
権
を
有
き
な

(36
)

か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
､
後
得
財
産
は
夫
の
固
有
財
産
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
法
定
抵
当
権
は
夫
の

固
有
財
産
と
同
様
に
当
然
に
後
得
財
産
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
な
る
｡

後
述
す
る
よ
う
に
､
ヴ
ァ
レ
ッ
ト

(V
a
t
ette)
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
を
極
め
て
厳
格
に
解
す
る
論
者
の
l
人
で
あ
る
が
､

(37
)

そ
の
彼
で
さ
え
､
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
後
得
財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
を
肯
定
す
る
｡

｢妻
が

[共
通
財
産
を
]
放
棄
し
た
場
合
､
共
通
財
産
の
不
動
産
は
す
べ
て
､
常
に
夫
に
属
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
そ
れ
ら
は
全
て
､

法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
妻
の
放
棄
は
､
妻
が
共
通
財
産
上
に
有
す
る
共
同
所
有
権
に
つ
い
て
'
解
除
条
件
成
就
に
結
び
つ
け
ら
れ
た

効
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
'
夫
は
､
新
名
義
で
は
な
-
､
夫
婦
財
産
契
約
中
の
約
款
か
ら
生
じ
る
原
初
的
権
利
と
し
て
､
全
て
の
財
産

を
保
持
す
る
｡
｣

(38
)

ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
､
こ
の
結
果
を
､
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
で
は
な
-
､
夫
婦
財
産
契
約
の
約
款
に
求
め
る
｡
こ
の
点
で

一
般
的
な
見
解

と
は
異
な
る
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
彼
が
､
こ
の
事
案
で
法
定
抵
当
権
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
｡

(39
)

伺

以
上
の
結
論
に
つ
き
､
全
-
争
い
が
な
い
｡
あ
ま
り
に
も
自
明
な
結
論
で
あ
る
の
で
､
こ
の
間
題
に
触
れ
な
い
論
者
も
い
る
-
ら
い

で
あ
る
｡

527(72-3-69)



説
　
　
後
述
す
る
よ
う
に
（
本
節
第
二
款
）
、
後
得
財
産
が
共
通
制
解
消
以
前
に
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
後
駆
財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の

論
　
対
抗
力
を
承
認
す
る
と
、
一
四
一
＝
条
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
款
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
後
学
財
産
が
処
分
さ
れ
て
い

　
　
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
法
定
抵
当
権
を
承
認
し
た
と
し
て
も
一
四
二
一
条
と
の
抵
触
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
学
説
は
法
定
抵

　
　
当
権
を
承
認
す
る
こ
と
に
躊
躇
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（72一一3－70）　528

　
②
　
後
得
財
産
が
共
通
制
解
消
以
前
に
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合

　
ω
　
共
通
制
解
消
以
前
に
、
夫
が
後
得
財
産
に
抵
当
権
（
合
意
に
よ
る
抵
当
権
）
を
設
定
し
た
場
合
、
放
棄
妻
は
こ
の
抵
当
権
者
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
じ
く
解
消
以
前
に
夫
が
後
楽
財
産
を
売
却
し
た
場
合
、
放
棄
妻
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

第
三
取
得
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
第
一
款
の
問
題
と
異
な
り
第
三
者
が
出
現
す
る
の
で
、

難
し
い
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　
＠
　
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
を
貫
徹
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
款
の
事
案
と
、
前
犯
（
本
節
第
一
款
）
の
事
案
と
を
区
別
し
て
取
り
扱
う

理
由
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
妻
は
、
抵
当
権
者
又
は
第
三
取
得
者
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
結
論
は
、
明
ら
か
に
夫
婦
財
産
集
中
管
理
の
原
則
に
抵
触
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
抵
当
権
者
又
は
第
三
取
得
者
は
、
単
独

管
理
権
限
を
有
す
る
夫
か
ら
抵
当
権
又
は
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
共
通
制
解
消
後
の
妻
の
選
択
（
共
通
財
産
放
棄
）
に
よ

り
、
管
理
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の
妻
か
ら
、
抵
当
権
又
は
所
有
権
を
奪
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
が
右
手
で
与
え
た

も
の
を
左
手
で
奪
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
結
果
を
回
避
す
る
た
め
に
第
三
者
は
妻
を
不
動
産
取
引
に
参
加
さ
せ
る
で
あ
ろ
う

（
抵
当
権
代
位
の
た
め
に
）
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
一
四
二
一
条
を
空
洞
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
後
得
財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
唱
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
ハ
　

る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
っ
た
。
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法
定
抵
当
権
と
夫
婦
財
産
制
の
原
則
と
の
矛
盾
点
を
鋭
-
指
摘
し
､
こ
の
事
案
に
お
い
て
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
る
こ

(44
)

と
を
最
初
に
提
唱
し
た
の
は
､
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル

(D
e
tv
in
c

our
t
)

で
あ

っ
た
｡
こ
こ
で
は
法
定
抵
当
権
否
定
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解

を
見
て
い
こ
う
｡

法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
肯
定
す
る
最
大
の
理
論
的
根
拠
は
､
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
れ
に
よ
り
､
妻
は
全
-
共

通
財
産
の
所
有
権
を
有
さ
な
か
っ
た
も
の
と
擬
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
は
､
こ
の
擬
制
を
痛
烈
に
批
判
す
る
｡
彼
に
よ

れ
ば
､
沿
革
的
に
､
共
通
財
産
放
棄
は
夫
の
甚
大
な
債
務
負
担
か
ら
妻
の
固
有
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
に
過
ぎ
な
い

(パ
リ
慣
習
法

二
三
七
条
及
び
オ
ル
レ
ア
ン
慣
習
法
二
〇
四
条
参
照
)｡
そ
し
て
､

一
八
〇
四
年
法
も
基
本
的
に
こ
の
近
世
法
の
立
場
を
承
継
し
て
い
る

(45
)

二

四
九
二
条
及
び

一
四
九
四
条
参
照
)｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の
擬
制
は
､
こ
の
効
果
を
導
き
出
す
た
め
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
夫
の
抵
当
権
者
又
は
第
三
取
得
者
を
害
す
る
目
的
で
､
こ
の
擬
制
を
援
用
す
べ
き
で
は
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
第
三
者
保
護
の
た
め
に
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
は

法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
肯
定
す
る
理
論
的
根
拠
と
は
な
り
え
て
も
､
そ
の
遡
及
効
制
限
が
当
然
に
対
抗
力
を
否
定
す
る
理
論
的
根
拠
と
な

(46
)

り
え
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
こ
で
､
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
は
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
否
定
す
る
積
極
的
根
拠
を
挙
げ
て
い
-
0

｢夫
が
婚
姻
中
に
譲
渡
し
た
後
得
財
産
に
つ
い
て
､
妻
は
夫
の
共
同
売
主

(co･Ven
deresse)
と
見
な
さ
れ
る
の
で
､
妻
は
取
得
者
に
対
し
て
保
証
人
と

な
る
-
｡
し
た
が
っ
て
､
妻
は
､
取
得
者
に
対
し
て
抵
当
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
-
こ
れ
に
反
す
る
見
解
は
､
共
通
財
産
と
そ
こ
に
属
す
る

財
産
に
つ
い
て
の
旧
法
及
び
新
法
の
制
度
全
て
を
覆
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
-
｡
実
際
､

l
四
二
一
条
は
､
夫
は
妻
の
参
加
な
-
単
独
で
､
こ
れ
ら
の
財
産

を
売
却
し
､
譲
渡
し
､
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
｡
-
こ
れ
ら
の
明
確
な
テ
キ
ス
ト
の
存
在
に
も
拘
わ
ら
ず
､
私
の
反
対

す
る
見
解
は
､
必
然
的
に
､
夫
に
'
妻
を
譲
渡
及
び
抵
当
権
設
定
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
を
余
儀
な
-
さ
せ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
そ
う
し
な
け
れ
ば
､
取
得
者
は

追
奪
さ
れ
､
抵
当
権
は
無
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣

529(72-3-71)



論 説

一
八

〇
四
年
法
は
夫
を
共
通
財
産
の
所
有
者
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
夫
に
管
理
が
付
与
さ
れ
る
の
は
'
夫
が
妻
の
受
任
者

(m
an
･

d
a
taire
)
だ
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
妻
自
身
も
売
主
で
あ
り
､
か
つ
放
棄
後
も
売
主
で
あ
り
続
け
る

(遡
及
効
制
限
)
わ
け
で
あ

る
か
ら
'
妻
が
第
三
者
を
害
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
｡
ま
た
､
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
肯
定
は
'
妻
の
介
入
を
必
然
化
す
る
の

で
､
夫
婦
財
産
集
中
管
理
に
明
ら
か
に
反
す
る
｡
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
が
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
る
理
由
は
､
以
上
の
点

に
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
､
夫
は
夫
の
固
有
財
産
を
単
独
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(本
節
第

1
款
抑
参
照
)
に
も
拘
わ
ら
ず
､

共
通
財
産
の
単
独
管
理
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
'
夫
は
'
共
通
財
産
に
対
し
て
､
自
己
の
固
有
財
産
以
上
の
権
限
を
持
つ
こ

と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
は
極
め
て
奇
妙
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
は
､
こ
の
状
態
を
次
の
よ
う
に
理
論
的
に
説
明
す

(47
)

る

｡

(72-3-72)530

｢夫
の
固
有
財
産
に
つ
い
て
､
夫
は
専
ら
所
有
者
と
し
て
行
動
す
る
｡
つ
ま
り
'
夫
は
､
夫
の
名
だ
け
で
取
引
を
行
う
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
夫
が

譲
渡
し
た
国
有
財
産
は
､
法
律
が
妻
に
与
え
た
全
て
の
権
利
の
行
使
に
従
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
共
通
財
産
に
つ
い
て
､
夫
は
､
こ
の
財
産
の
所
有
者

と
し
て
単
独
で
行
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
夫
は
､
妻
の
受
任
者
と
し
て
取
引
を
行

っ
て
い
る
｡
-
夫
が
こ
の
委
任
に
従
い
不
動
産
の
売
却
又
は
抵
当
権
設

定
を
行

っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
､
妻
が
取
得
者
を
追
奪
す
る
又
は
債
権
者
に
優
先
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
､
委
任
に
関
す
る
全
て
の
原
則
に
反
す
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
｣

い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
､
放
棄
妻
は
､
第
三
取
得
者
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
ま
た
抵
当
権

者
に
対
し
て
は
こ
の
抵
当
権
者
が
優
先
弁
済
を
受
け
た
後
に
限
り
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
｡

な
お
､
こ
の
見
解
は
､
後
に
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
に
よ
り
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
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吊

し
か
し
な
が
ら
'

一
般
的
な
学
説
は
､
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
を
根
拠
に
'
後
得
財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力

(48)

を
承
認
す
る
｡
つ
ま
り
'
共
通
制
解
消
時
に
後
得
財
産
が
共
通
財
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合

(本
節
第

一
款
)
と
､
そ
の
解
消
以
前
に
処
分

さ
れ
て
い
る
場
合
と
の
間
に
区
別
を
設
け
な
い
わ
け
で
あ
る
｡

そ
の
理
論
的
根
拠
は
多
岐
に
わ
た
る
が
､
本
稿
と
の
関
係
で
重
要
で
あ
る
の
は
､
こ
の
場
合
に
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
承
認
す
る
こ
と

は
夫
婦
財
産
集
中
管
理
を
否
定
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
デ
ユ
ラ
ン
ト
ン

(D
ur

･

(49
)

a
n
t
o
n
)

は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

｢夫
の

[共
通
財
産
]
管
理
が
麻
痔
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
異
議
に
反
論
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
｡
-
こ
の
異
議
は
､
そ
の
証
明
の
た
め
に
何
も
証
明
し

て
い
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
夫
の
個
人
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
が
な
い
以
上
'
そ
の
異
議
は
同
様
に
夫
の
個
人
財
産
に
つ
い

て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
法
定
抵
当
権
の
存
在
に
よ
り
､
夫
が
夫
の
固
有
財
産
の
管
理
を
有
さ
な
い
と
主
張
す
る
も
の
は

い
な
い
｡
｣

一
八

〇
四
年
法
に
よ
れ
ば
､
夫
は
､
あ
た
か
も
自
己
の
固
有
財
産
の
よ
う
に
共
通
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
こ
ろ
で
､

1
八

〇
四
年
法
が
夫
婦
財
産
集
中
管
理
を
採
択
し
た
こ
と
を
根
拠
に
'
法
定
抵
当
権
が
夫
の
固
有
財
産
を
目
的
と
し
な
い
と
主
張
す
る
見
解
は
存

在

し
な
い
｡
そ
う
で
あ
れ
ば

､
そ
れ
を
根
拠
に
､
後
得
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ

(50
)

る
｡
お
お
む
ね
通
説
は
､
こ
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
り
､

一
四
二
一
条
と
の
抵
触
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
､
放
棄
妻
は
'
後
得
財
産
の
取
得
者
又
は
抵
当
権
者
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
対
抗
で
き
る
こ
と

に
な
る
｡

îl;
で
は
､
判
例
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
採
用
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
判
例
の
立
場
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
に
お
い
て
詳
細
に
紹
介
し
て
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論説
　
（
5
1
）

い
る
が
、
重
複
を
恐
れ
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
破
殿
院
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
初
め
て
の
判
断
で
あ
る
一
八
＝
二
年
一
一
月
八
日
判
決
以
降
、
一
貫
し
て
受
認
財
産
に
対
す
る
法
定
抵

当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
承
認
し
て
い
る
（
こ
の
立
場
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
）
。
一
八
一
三
年
判
決
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
V

実
質
的
な
理
由
を
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
続
く
破
殼
院
民
事
部
一
八
一
九
年
一
一
月
九
日
判
決
に
は
詳
細
な
理
由
が
付
さ
れ
て
い
る
。

引
用
す
る
。

（72－3－74）　532

　
「
二
一
二
一
条
及
び
二
一
二
二
条
…
に
よ
れ
ば
、
夫
の
現
在
及
び
将
来
の
財
産
の
す
べ
て
が
、
妻
の
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
共
通
財

産
の
後
得
財
産
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
そ
の
半
分
は
実
際
に
夫
に
属
し
、
も
う
半
分
は
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
し
な
か
っ
た
と
き
に
夫
に
属
す
る
こ
と
に

な
る
。
従
っ
て
、
放
棄
の
場
合
に
は
、
後
得
財
産
は
適
法
に
妻
の
取
戻
権
に
充
当
さ
れ
る
。
ど
の
法
律
も
、
共
通
制
継
続
中
に
夫
が
譲
渡
し
た
後
得
財
産
を
、

こ
の
充
当
か
ら
除
外
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
後
言
財
産
を
除
外
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
［
確
か
に
、
］
共
通
制
継
続
中
、

夫
は
妻
の
合
意
な
く
こ
れ
ら
の
財
産
を
売
却
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
［
し
か
し
、
］
取
得
者
が
法
定
の
方
法
に
よ
り
［
法
定
抵
当
権
を
］
源
除
し
な
い
以

上
は
、
妻
が
［
共
通
財
産
を
］
放
棄
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
妻
は
夫
が
解
消
前
に
譲
渡
し
た
財
産
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
実
際
、
夫
の
権
利
は
、
妻
が
［
共
通
財
産
の
］
承
認
を
欲
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
一
四
五
三
条
が
妻
に
付
与
し
た
共
通
財
産
放
棄
権
に
従
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
条
か
ら
当
然
に
、
放
棄
の
場
合
に
は
、
夫
が
共
通
制
継
続
中
に
行
っ
た
行
為
は
す
べ
て
夫
の
個
人
的
な
行
為
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
夫
の
行
為

が
妻
の
抵
当
権
と
そ
の
行
使
の
障
害
物
と
は
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
反
す
る
見
解
は
、
妻
の
取
戻
権
を
危
険
に
曝
す
こ
と
に
な
る
。
［
他
方
で
、
］
夫
が

譲
渡
し
た
後
言
財
産
上
の
抵
当
権
が
共
通
制
が
存
続
す
る
限
り
妻
に
保
証
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
第
三
者
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
法
定
抵
当
権
が
過
剰
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
減
殺
（
同
ひ
匹
＝
O
け
一
〇
コ
）
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
［
し
か
し
、
］
夫
と
契
約
を
締
結
し
た
者
が
、

自
由
に
［
減
殺
を
］
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
…
。
取
得
者
が
不
動
産
か
ら
法
定
抵
当
権
を
源
除
す
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
に

関
し
て
確
立
さ
れ
た
法
定
の
方
法
を
用
い
て
、
そ
れ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
〔
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
〕
。
」
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婚
姻
継
続
中
に
夫
が
処
分
し
た
後
得
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
の
は
､
妻
の
共
通
財
産
放
棄
に
よ
り
､
夫
が
共
通
制
継
続
中
に

●
●
●
■
●
●

行

っ
た
行
為
の
全
て
が

｢夫
の
個
人
的
な
行
為
｣
と
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
'
破
穀
院
は
､
共
通
財
産
放
棄
に
絶
対
的
遡
及
効

を
承
認
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
学
説
は
､
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
肯
定
す
る
形
式
的
理
由
を
述
べ
る
に
過
ぎ
ず
､
そ
の
実
質
的
理
由
を
述
べ
て
い

な

い

｡

し
か
し
､
破
穀
院
は
'
こ
の
点
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
理
由
を
述
べ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
肯
定
す

る
実
質
的
理
由
は
､
そ
の
よ
う
に
解
さ
ね
ば

｢妻
の
取
戻
権
を
危
険
に
曝
す
｣
か
ら
で
あ
る
｡
学
説
も
､
明
言
こ
そ
は
し
な
い
が
､
こ
の
こ

と
を
実
質
的
な
理
由
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

(
3
)

T

ropton
g
)
m
an

Ocqe,t.
JIl)
n
.
)
8
1
1
,
p.3
2
0
1

(3
)

V
a
lett
e,h
h
oth
etques
,
p
p
.25
2･25
3.

(2%
)

ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
､
後
得
財
産
が
共
通
制
解
消
以
前
に
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
き
､
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
を
制
限
し
て
､
法
定
抵
当
権
の
対

抗
力
を
否
定
す
る

(本
節
第
二
款
回
参
照
)｡
そ
こ
で
彼
は
､
論
理
を

一
貫
さ
せ
る
た
め
に
'
こ
こ
で
も
遡
及
効
に
そ
の
根
拠
を
求
め
な
い
わ
け
で
あ
る
｡

(39
)

D
e
lvin
court,t.
rIl,notes
et
ex
ptica
tio
n
s)
p
.32);T
o
u
llier,t.
X
Ztt,n
.
28
6
;
B
ertauld〉
con

q
u
êts
,
n
.
5
)

,pp.68･69.
も
っ
と
も
､

デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
は
､
法
定
抵
当
権
は
夫
の
抵
当
権
者
に
対
す
る
関
係
で
制
限
さ
れ
る
だ
け
で
な
-
､
一
般
債
権
者
に
対

する
関
係
で
も
制
限
さ
れ
る

と
解
し
て
い
る

(D
e
lvincourt.t.
tit,
notes
et
ex
ptic
a
tionsYp
p
.324
･
325.)｡
し
た
が
っ
て
､
彼
に
よ
れ
ば
､
夫
が
後
得
財
産
を
処
分
し
て
い
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
'
法
定
抵
当
権
が
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
｡

(S
:)

こ
こ
で
は
法
定
抵
当
権
の
本
来
的
順
位
が
合
意
に
よ
る
抵
当
権
の
登
記
日
以
前
で
あ
る
場
合
を
当
然
の
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
｡
順
位
が
逆
の

場
合
に
は
､
合
意
に
よ
る
抵
当
権
が
優
先
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
の
で
､
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

(TIQ
)

こ
こ
で
は
夫
の
抵
当
権
設
定
行
為
及
び
売
却
行
為
に
妻
が
全
-
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
｡
妻
が
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
ら
に
関
与
し
た

場
合
に
は
抵
当
権
代
位
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(
S

3)

P

ersit,
R
e/g
i
m
ehh
o
th
eJca
ire,t
.

(,pp.267･27)
,
Q
u
es
tions,
t
L
)pp
1
8
7
･
192;D
e
lvincourt,t.tit,n
o
tes
et
ex
plic
a
tio
ns,pp.32T
327
;

V
a
te
tte〉
hh
o
th
eLques,
pp.254
･259;
c
f.
R
o
d
ie
re
et
P
ont,t.
),
n.
8
8∞.
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論 説

(幻
)

一
八
四

l
年
ア
ン
ケ
ー
ト
の
う
ち
'
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院

(D
o
cum
ents.t.
tt,
p
.)6
9
.)
及
び
デ
ィ
ジ
ョ
ン
法
学
部

(D
ocu
m

ents,t.
It,
p
p
A
O
9

ふ
)3
1)
が
､
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
と
見
解
を
共
有
し
て
い
る
｡
特

に
デ
ィ
ジ
ョ
ン
法
学
部
は
､
二
一
二

l
条

(意
見
書
で
は
二
二

lO
条
と
書
か
れ
て

い
る
が
､
こ
れ
は
明
ら
か
な
誤
記
)
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
｡
｢妻
は
夫
の
財
産
及
び
共
通
財
産
の
後
得
財
産
上
に
法
定
抵
当
権
を

有
す
る
｡
た
だ
し
､
後
得
財
産
に
関
し
て
､
夫
が
共
通
制
の
継
続
中
に
合
意
し
た
譲
渡
又
は
抵
当
権
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｣
(D
o
cu
m

ents,t.
tl}

pA

t
3
.).

(4

)

cf〉
D
u
ranton,t.
X
tX
.
n
.
3
30
,
p
A
7
4
.

(4
)

D
elv
in
co
u
rt,
t.
Iil,
n
o
te
s
et
e
x
p
lica
tio
n
s,
p
p
.322-324
et
p
.327
.

(46
)

D
e
lv
in
co
urt.
t.
Ztl}
n
o
tes
et
ex
p
licatio
n
s)
p
-3
2
5
.

(
E3
)

D
elv
in
cou
rt,
t.
ItZ,
n
otes
et
ex
p
lic
a
tio
n
s.
p
.3
26
.

(
48
)

G
ren
ier,t.
I,
n
.
248
;
D
u
ran
ton
.
t.
X
tV
,
n
.
5
)6
et
X
IX
,
n
.
330
;
T
rop
ton
g
〉
hh
oth
eLq
ues,t,
tt,
n
.
4
3
3
ter
et
m
a
n
'ag
e,
t.
tIl,
n
.

)8
)
6;
B
ertau
td,
con
qu
êts,
n
.
5)
.

(72-3-76)534
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D
ur
a
n
ton,t
.

X
tX
,
n.
3
30,p
A

7
7
.

cf.
B

erta
ul
d
,
con
qu
êts
,
n
.5
3.

香
山

｢基
本
的
性
格
Ⅲ
｣
二
三
四
-
二
三
七
貢
註
(52
)
(53
)
(54
)参
照
｡

C
iv
.
8
n
o
v
.
)8
)
3,
D
L
8
12⊥
8
)4,
46
0
.

C
iv
.
9
n
o
v
.
)8)9
,J
ur
.

geJn
_,
V.
P
n
.V.
et
hh
.}

n
o
92
8
.

3

共
通
財
産
承
認
の
場
合

妻
が
証
書
に
共
同
所
有
者

(c
o
m
m
u
n
e
)
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
場
合

二

四
五
五
条
)'
共
通
財
産
に
干
渉

(S.i
m
m
isc
er
)

し
た
場

合

二

四
五
四
条
)､
妻
が
三
ケ
月
の
期
間
中
に
財
産
目
録
を
作
成
し
な
か
っ
た
場
合

(
一
四
五
六
条

1
項
)
又
は
妻
が
共
通
財
産
を
横
領

(d
iv
er
tisse
m
e
nt
)

若
し
-
は
隠
匿

(
r
e
c
e
l
)

し
た
場
合
に
は
､
妻
は
共
通
財
産
を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
後
'
共
通
財
産
の
積
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極
財
産
は
分
割

(p
a
rta
g
e
)
さ
れ
､
消
極
財
産
の
分
担
が
決
め
ら
れ
る

(
一
四
六
七
条
)0

で
は
､
共
通
財
産
を
承
認
し
た
妻

(以
下
､
単
に

｢承
認
妻
｣
と
呼
ぶ
)
は
､
後
得
財
産
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合
で
さ
え
､
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
承
認
は

1
四
二
一
条
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
っ

た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
妻
の
取
戻
権
保
護
の
観
点
と
､
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
か
ら
､
そ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
し
た
場
合
は
､
事
情
が
大
き
-
異
な
る
｡
ま
ず
､
妻
の
取
戻
権
保
護
と
い
う
観
点

(そ
の
観
点
は
全
-

否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
は
､
大
き
-
後
退
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
放
棄
の
場
合
と
異
な
り
､
妻
は
共
通
財
産
の
債
務
を
免
れ
る
こ
と

は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
言
う
ま
で
も
な
-
､
共
通
財
産
に
対
す
る
妻
の
所
有
権
の
遡
及
的
消
滅
は
共
通
財
産
放
棄
特
有
の
効
果
に
他
な

ら
な
い
｡
さ
ら
に
､
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
妻
が
第
三
取
得
者
又
は
抵
当
権
者
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
な
れ
ば
､
夫
の
夫
婦
財
産
集
中
管
理
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
､
放
棄
の
場
合
の
比
で
は
な
い
｡
で
は
､
こ
の
よ
う
で
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
､
承
認
妻
は
放
棄
妻
同
様
に
後
得
財
産
上
に
法
定
抵
当
権
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
こ
で
も
'
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合

(本
章
第
二
節
)
と
同
様
に
､
二
つ
の
場
合
に
分
け
て
論
じ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

用

後
得
財
産
が
共
通
制
解
消
時
に
共
通
財
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合

用

共
通
制
継
続
中
､
夫
が
､
後
得
財
産
を
譲
渡
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
､
そ
れ
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
す
る
｡
こ

の
よ
う
な
場
合
､
妻
は
後
得
財
産
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
後
得
財
産
が

分
割
に
よ
り
妻
の
取
分

ニ
o
t)
と
な
っ
た
場
合
と
､
夫
の
そ
れ
と
な
っ
た
場
合
と
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡

回

共
通
財
産
分
割
に
よ
り
'
妻
が
後
得
財
産
を
取
得
し
た
と
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
分
割
の
確
認
的
効
果

(effet
d
e
c
laratif

d
u
p
a
rtag
e
)
に
よ
り
､
こ
の
財
産
は
常
に
妻
の
所
有
物
で
あ
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
そ
の
財
産
は

7
度
と
し
て
夫
に
属
さ

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
｢夫
の
財
産
｣
を
目
的
と
す
る
法
定
抵
当
権
は
当
然
に
こ
の
財
産
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
点

535(72-3-77)



論　説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

に
つ
い
て
は
異
論
は
な
か
ろ
う
。

　
の
　
で
は
、
共
通
財
産
分
割
に
よ
り
、
夫
が
後
潟
財
産
を
取
得
し
た
場
合
、
こ
れ
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
分
割

の
確
認
的
効
果
の
論
理
的
帰
結
に
よ
れ
ば
、
こ
の
財
産
は
常
に
夫
の
財
産
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
に
法
定

抵
当
権
の
目
的
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
一
四
二
一
条
と
の
抵
触
は
生
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

学
説
は
一
般
的
に
、
妻
に
法
定
抵
当
権
を
承
認
す
る
。
こ
の
結
論
は
、
夫
（
又
は
共
通
財
産
）
が
一
般
債
権
者
に
対
し
て
債
務
を
負
っ
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
な
が
ら
、
後
得
財
産
に
対
す
る
承
認
妻
の
法
定
抵
当
権
を
一
切
否
定
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
る
。
特
に
、
共
通
財
産
を
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

人
と
解
す
る
立
場
（
法
人
説
）
か
ら
、
ト
ロ
ロ
ン
は
こ
の
結
論
を
導
こ
う
と
す
る
。

（72－3－78）　536

　
「
後
得
財
産
に
対
す
る
抵
当
権
を
妻
に
与
え
る
こ
と
が
、
い
か
に
難
し
い
か
を
理
解
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
共
通
財
産
が
第
三
者
（
江
①
『
8
燭
Φ
『
ω
o
目
Φ
）

で
あ
り
、
共
通
財
産
が
そ
の
第
三
者
に
属
す
る
こ
と
だ
け
を
考
慮
す
れ
ば
よ
い
。
共
通
財
産
が
夫
に
属
す
る
と
、
露
骨
に
述
べ
て
は
な
ら
な
い
。
共
通
財
産

は
、
妻
の
放
棄
に
よ
り
初
め
て
、
夫
の
財
産
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
放
棄
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
共
通
財
産
は
夫
の
財
産
で

は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
二
一
二
一
条
は
、
夫
の
財
産
に
対
し
て
の
み
、
妻
に
法
定
抵
当
権
を
与
え
て
い
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
こ
の
結
論
が
、
あ
ま
り
に
も
妻
に
酷
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
が
法
人
説
の
論
理
的
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
指
摘
し
て
お
こ
う
。
実
際
、
ヂ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
共
通
財
産
を
法
人
と
解
し
つ
つ
、
こ
の
事
案
で
、
妻
に
法

定
抵
当
権
を
肯
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ト
ロ
ロ
ン
の
見
解
は
、
そ
の
前
提
と
す
る
理
論
自
体
が
少
数
説
に
留
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

た
め
、
多
く
の
支
持
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ω
　
こ
の
問
題
に
つ
き
、
破
要
素
は
、
分
割
に
よ
り
妻
が
取
得
し
た
後
指
財
産
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
ら
な
い
が
、
夫
が
取
得
し
た
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(62
)

後
得
財
産
は
有
効
に
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
と
解
し
て
い
る
｡

畑

後
得
財
産
が
共
通
制
解
消
以
揃
に
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合

(6,

●
●
●

●
●
●
●

川

夫
が
共
通
制
継
続
中
に
単
独
で
後
得
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
と
す
る
｡
承
認
妻
は
､
共
通
財
産
を
承
認
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
､

後
得
財
産
上
の
抵
当
権
者
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
'
同
じ
-
夫
が
共
通
制
継
続
中
に
単

独
で
後
得
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
'
承
認
妻
は
第
三
取
得
者
に
対
し
て
後
得
財
産
上
の
法
定
抵
当
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
｡

(65
)

(66
)

(67
)

回

放
棄
妻
の
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
で
さ
え
否
定
す
る
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
､
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
及
び
ベ
ル
シ

(P
e
r
s
il)

(本
章

(68
)

第
二
節
第
二
款
回
参
照
)
並
び
に
法
人
説
に
立
脚
し
っ
つ
全
て
の
承
認
妻
に
法
定
抵
当
権
行
使
を
認
め
な
い
ト
ロ
ロ
ン

(本
節
第

l
款
再
参

照
)
が
､
こ
の
事
案
で
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
彼
ら
以
外
の
多
-
の
論
者
も
､
本

(69
)

款
の
事
案
に
お
い
て
は
､
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
否
定
す
る
｡
で
は
､
学
説
は
'
ど
の
よ
う
な
理
論
を
用
い
て
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を

否
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
､
学
説
は
二
つ
の
理
論
を
用
い
て
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
否
定
す
る
｡
｢追
認
理
論

(la
theoried
e

ta
ratifica.

(70
)

tio
n
)｣
と

｢保
証
抗
弁
理
論

(tatheori
ed
e
t'ex
cep
tio
n
d
e
garantie)｣
で
あ
る
｡

ま
ず
､
学
説
は
､
法
定
抵
当
権
が
第
三
者
対
抗
力
を
喪
失
す
る
の
は
､
妻
が
共
通
財
産
の
承
認
に
よ
り
共
通
制
継
続
中
の
夫
の
行
為
全
て

(71
)

を
追
認
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
｡
例
え
ば
ト
ロ
ロ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

｢夫
が

[後
得
財
産
を
]
譲
渡
し
た
と
き
､
又
は

[そ
れ
に
]
抵
当
権
を
設
定
し
た
と
き
､
夫
は
､
こ
れ
ら
の
行
為
を
自
分
の
た
め
だ
け
で
な
く
妻
の
た

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

め
に
も
行
っ
て
い
る
｡
夫
は
妻
を
代
理
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
-
妻
の
承
認
は
､
売
却
又
は
抵
当
権
設
定
に
与
え
ら
れ
た
認
証

(a
p
p
roba
tio
n
)
に
他

537(72-3-79)



払目冊 説

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
［
承
認
忙
よ
り
、
］
妻
は
夫
の
処
分
行
為
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

で
か
つ
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
〔
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
〕
。
」

：
妻
が
承
認
す
る
や
否
や
、
す
べ
て
の
こ
と
が
共
通

（72－3－80）　538

　
ト
男
憎
ン
の
法
人
説
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
説
明
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
法
定
抵
当
権
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
で
あ
る
（
本
節
第
一
、
款
㈲
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
彼
の
説
明
は
蛇
足
の
感
を
否
め
な
い
。
ま
た
、
妻
に
よ
る
共
通
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

産
承
認
を
、
夫
の
個
別
処
分
に
対
す
る
妻
の
追
認
と
解
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
理
論
的
に
苦
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

譲
渡
及
び
抵
当
権
設
定
の
有
効
性
は
妻
の
追
認
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
四
二
一
条
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
追
認
理
論
は
、
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
否
定
す
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
学
説
は
、
も
う
一
つ
の
理
論
、
す
な
わ
ち
保
証
抗
弁
理
論
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
売
主
と
し
て
の
夫
の

保
証
義
務
は
共
通
財
産
の
負
担
で
あ
り
、
そ
し
て
妻
の
承
認
に
よ
り
妻
は
こ
の
保
証
義
務
（
の
一
部
）
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
「
保
証
義
務
を
負
う
者
は
追
奪
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
原
則
に
よ
り
、
妻
は
第
三
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
な
い
。
こ
の
見
解
は
古
く
、
す
で
に
ペ
ル
シ
の
著
作
（
一
八
］
二
年
）
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
妻
の
要
求
を
排
除
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
妻
は
、
　
［
共
通
財
産
の
承
認
に
よ
り
、
］
あ
ら
ゆ
る
追
奪
か
ら
第
三
取
得
者
を
保
証
す
る
義
務
を
負
う
の

で
、
第
三
取
得
者
を
追
奪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
第
三
取
得
者
に
対
し
て
抵
当
訴
権
を
行
使
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
、
妻
は
、
第
三
取
得

者
に
対
し
て
賠
償
義
務
、
よ
り
正
確
に
は
第
三
取
得
者
に
不
動
産
を
享
受
さ
せ
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
原
則
的
に
、
保
証

義
務
を
負
う
者
は
、
決
し
て
第
三
占
有
者
を
追
奪
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
仮
に
欲
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
固
有
の
義
務
の
結
果
と
し
て
生
じ
る

抗
弁
に
よ
り
排
斥
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
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(75
)

こ
の
保
証
抗
弁
理
論
に
対
し
て
は
有
力
な
批
判
も
あ
る
が
､
こ
れ
が
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
否
定
す
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
､

1
般
化

(76
)

す
る
よ
う
に
な
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
こ
の
見
解
は
､
反
対
の
結
論
が
夫
婦
財
産
集
中
管
理
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
を
､
そ
の
実
質
的
な
理
由
と
し
て
あ
げ
る
｡
例

(77
)

え
ば
､
ベ
ル
シ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
[後
得
財
産
の
]
譲
渡
が
婚
姻
継
続
中
'
共
通
財
産
解
消
前
に
な
さ
れ
た
と
き
'
-
妻
は
-
後
得
財
産
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き

●
●
●
●
●
●
●

な
い
O
･･二

四
二

1
条
は
妻
の
参
加
な
し
に
夫
に
共
通
財
産
中
の
不
動
産
を
譲
渡
し
抵
当
権
を
設
定
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
｡
か
り
に
妻
が
常
に
法
定
抵

当
権
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
こ
の
条
文
は
麻
痔
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
｡
な
ぜ
な
ら
､
夫
は
､
抵
当
権
の
負
担
と
と
も
に
し
か
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
､
夫
は
妻
の
合
意
を
得
る
こ
と
を
余
儀
な
-
さ
れ
)
か
つ
第
三
者
も
必
ず
妻
の
合
意
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る

〔傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ

ク
〕｡
｣

困

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
よ
う
な

1
般
的
見
解
に
対
し
て
､
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
全
面
的
に
承
認
す
る
見
解
も
有
力
に
唱
え
ら
れ

(78
)

る
｡

こ
こ
で
は
ベ
ル
ト

(B
er
t
au
ld
)
の
見
解
を
概
観
す
る
｡

ベ
ル
ト
の
主
張
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
否
定
す
る
見
解
は
､
法
定
抵
当
権
の
追
及
効
承
認
が
抵
当
権

者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
を
'
そ
の
理
由
と
す
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
実
際
に
は
､
抵
当
権
者
は
そ
れ
に
よ
り
損
害
を
被
る
こ
と
は
な
い
｡

な
ぜ
な
ら
'
妻
は
抵
当
権
者
の
抵
当
権
の
消
滅
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
-
､
単
に
妻
が
以
前
か
ら
有
す
る
権
利
の
維
持
及
び
尊
重
を

主
張
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
O
つ
ま
り
､
｢妻
は
自
分
の
権
利
を
犠
牲
に
抵
当
権
者
を
遇
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
を
要
求

(79
)

し
て
い
る
｣
に
過
ぎ
な
い
｡
確
か
に
､
妻
は
夫
と
共
通
財
産
を
共
同
所
有
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
妻
は
同
時
に
夫
の
債
権
者
で
も
あ
り
､
こ

の
事
実
は
共
同
所
有
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
否
定
さ
れ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
妻
は
他
の
債
権
者
と
全
-
同
じ
取
り
扱
い
を
な
さ
れ
る
べ
き

539(72-3-81)



論 説

で
あ
る
｡
そ
し
て
､
共
通
財
産
承
認
が
法
定
抵
当
権
放
棄
の
意
思
を
含
む
も
の
で
は
な
い
以
上
'
妻
は
他
の
抵
当
権
者
と
同
様
に
自
己
が
本

(80
)

来
有
す
る
権
利
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
｡

(81
)

こ
の
こ
と
は
､
第
三
取
得
者
に
対
す
る
関
係
で
も
変
わ
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
妻
は
第
三
取
得
者
の
所
有
権
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
な
-
､

(82
)

単
に
法
定
抵
当
権
の
尊
重
を
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
第
三
取
得
者
は
事
前
に
法
定
抵
当
権
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

以
上
'
そ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
'
多
-
の
論
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
､
こ
の
見
解
は

1
四
二

1
条
に
反
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
ベ

(83
)

ル
ト
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
｡
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
し
た
場
合
に
'
夫
の
抵
当
権
者
の
抵
当
権
に
優
先
順
位
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
､

夫
の
抵
当
権
の
有
効
性
は
､
妻
の
態
度

(
つ
ま
り
放
棄
又
は
承
認
)
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
'
｢抵
当
権
の
有

効
性
は
妻
の
承
認
と
は
関
係
が
な
い
.
な
ぜ
な
ら
'
そ
の
有
効
性
は
原
則
的
に
l
四
二
1
条
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か

(84
)

ら
で
あ
る
｣
｡
つ
ま
り
､
夫
は

一
四
二
一
条
に
従

っ
て
抵
当
権
を
設
定
す
る
の
で
'
妻
に
よ
る
共
通
財
産
の
放
棄
又
は
承
認
は
抵
当
権
の
運

命
と
は
関
係
が
な
-

(
つ
ま
り
放
棄
と
承
認
の
間
に
区
別
を
設
け
る
必
要
は
な
い
)､
し
た
が
っ
て
､
放
棄
妻
の
法
定
抵
当
権
承
認
が

1
四

二

一
条
に
反
し
な
い
以
上
､
承
認
妻
の
法
定
抵
当
権
承
認
も
そ
れ
に
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
｡

(85
)(86
)

jI

こ
の
間
題
に
つ
き
､
破
穀
院
は
､
極
め
て
特
殊
な
事
案
に
お
い
て
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
承
認
し
た
も
の
も
あ
る
｡
し
か
し
な
が

､!.i)

ら
'
既
に
破
穀
院
は
､

一
八
四

一
年
二
月
二
六
日
の
判
決
に
お
い
て
､
夫
が
共
通
制
継
続
中
に
売
却
し
た
不
動
産
は
､
承
認
妻
の
法
定
抵
当

(88
)

権
か
ら
解
放
さ
れ
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
｡

(72-3182)540

(54
)

妻
が
法
定
抵
当
権
を
夫
の
抵
当
権
者
に
譲
渡
し
て
い
た
場
合

(抵
当
権
代
位
)
で
あ
っ
て
も
､
こ
の
結
論
に
代
わ
り
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
譲
受
人

(代
位
者
)
は
､
妻
が
有
す
る
以
上
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

(R
e
q.
)｡raout
t848,
S
.
48
.
)
.
7
2
7
.)
O

(粥

)
Persit,
R
eJg
im

e
h
h
o
th
eJca
i7Te
,
t
L
,p
.2

6
8
;
D
u
ra
n
to
n
,t.
X
tX
,
n.
3
2

8
,
p
147
)
;
V
a
lette}
hh

o
th
eLqu
es,p.2

5

2
.
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(
56
)

T

roptong.
m
a
ria
g
e
,
t.
Ill}n
o
t
64
6,p
.163.

(E=
)

ト

ロ
ロ
ン
は
､
共
通

財

産
の
法
的
性
質
を
夫
婦
と
は
独
立
し
た
法
人
と
理
解
す
る

(V
.
T
roplong,
m
a
riage,t,(,n
.
30

2.)｡
ト
ロ
ロ
ン
の
法
人

説
に
つ
き
詳
し
-
は
高
橋

『団
体
論
』
七
七
-
七
八
貢
参
照
｡

(58
)

実
際
､
ト
ロ
ロ
ン
は
妻
の
保
護
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

l
四
七

〇
条
及
び

1
四
七

一
条
は
夫
婦
双
方
の
固
有
財
産
取
戻
と
償
還

(re
com
pense)
を
規
定
し
て
い
る
｡
ま
ず
､
妻
は
分
割
に
先
立
ち
固
有
財
産
を
先
取
り

(p
r6
1e
vem
ent)
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
一
四
七
〇
条

一

号
)
.
こ
れ
は
純
粋
に
所
有
権
に
基
づ
く
も
の
に
他
な
ら
な
い

(cf.
P
tanio
t
e
t
R
ip
ert.
t.
IX
,
n
.
806
et
n
.
8
30
.)
｡
問
題
は
､

l
四
七
〇
条
二
号
及

び
三
号
並
び
に

1
四
七

1
条
の
先
取
権
の
法
的
な
性
質
で
あ
る
O
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
を
純
粋
な
債

権
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
､
妻
が
夫

(又
は
共
通
財

産
)
の
債
権
者
に
優
先
す
る
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
先
取
権
自
体
が
何
ら
か
の
物
権
的
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
前
者
は
後
者
に
優
先
す
る

こ
と
に
な
る
O
こ
の
点
に
つ
き
､
学
説
は

1
般
的
に
先
取
権
者

(
つ
ま
り
妻
)
の

(動
産
及
び
不
動
産
に
対
す
る
)
優
先
権
を
否
定
す
る

(R
o
d
ier
e
et

p
o
nt,t.),n
o
8
34
.)
が
､
ト
ロ
ロ
ン
は
､
そ
の
法
的
性
質
を
所
有
権
と
理
解
し

(T
ropton
g
}
m
a
riag
e
.t.
t
it
,n.
162).)'
妻
の

(動
産
及
び
不
動

産

に
対
す
る
)
優
先
権
を
肯
定
す
る

(T
ropLo
n
g
}
m
w
iag
e,

t.
tit,
n
.
16
3
5
.)｡
つ
ま
り
､
通
説
は

一
四
七
〇
条
二
号
及
び
三
号
の
債
権
自
体
に
優
先

権
を
認
め
な
い
が
'
そ
れ
を
法
定
抵
当
権

の
被
担
保
債
権
と

す

る
こ
と
に
よ
り
､
そ
の
債
権
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
｡
し
か
し
､
ト
ロ
ロ
ン
は
､
法
定
抵

当
権
の
客
体
を
制
限
す
る
が
､
こ
れ
ら
の
債
権
自
体
に
優
先
権
を
認
め
､
そ
れ
を
保
護
し
ょ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
ト
ロ
ロ
ン
は
､
こ
の
よ
う
な
手
法

に
よ
り
､
妻
の
債
権
を
保
護
し
ょ
う
と
す
る
｡

な
お
､
こ
の
間
題
は
一
九
世
紀
に
激
し
-
争
わ
れ
た

(c
f.
P
tan
io
t

et
R
ip
ert,
t.
tX
,
n.
835.)
が
､

一
八
五
六
年

一
月

1
六
日
の
破
穀
院
判
決

(c
a
ss.,)6
ja
n
v
.
)85
8
,
D
.
5
8
,
),
5
.)
は
､
明
確
に
先
取
権
者
の
優
先
権
を
否
定
す
る
｡
そ
し
て
､
一
九
六
五
年
法
は
こ
の
判
例
の
態
度
を
明
文
化
す

る

｡

(
59

)

D

ura
nton,t.
X
I
V

,

n
.
96
.

(60
)
ま
た
､
ベ
ル
ト
は
､

ト

ロ
ロ
ン
の
論
理
矛
盾
を
指
摘
す
る

(B
ertau
ld,
con
q
u
êts
,
n
o
3
1)｡
法
定
抵
当
権
が
共
通
財
産

(後
得
財
産
)
を
目
的
と

し
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
当
然
に
､
同
じ
-
包
括
抵
当
権
で
あ
る

｢裁
判

上
の
抵
当
権

()'h
ypotheque
ju
d
ic
ia
ire
)
｣
(二
二

l三
条
)
も
共
通

財
産
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
ト
ロ
ロ
ン
は
､
裁
判
上
の
抵
当
権
が
後

得
財
産

を
目
的
と
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る

(T

r?

pton
g
.
m
ariag
e,
t.
tit
,n
.
)6
76
.).

(61
)

R
odier
e
et
P
ont,
t.),n
.
8
34
は
'
結
論
に
つ
き
'
ト
ロ
ロ
ン
と
同
旨
｡

(62
)
R
eq.
teraout
L
848,
S.
4
8
.
1.
727.

(S3
)

後
得
財
産
譲
渡
又
は
抵
当
権
設
定
に
妻
が
参
加
し
た
事
案
は
､
本
款
の
検
討
の
対
象
外
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
妻
が
法
定
抵
当
権
を
第
三
取
得
者
又

は
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
､
異
論
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
抵
当
権
代
位
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る

(B
ertau
td
,
c
o
w
l
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q
u
êts
.
n
.
2

7
.).

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
■
●
●

(64
)

本
款
で
は
夫
が
合
意
に
よ
り
抵
当
権
を
設
定
し
た
事
案
だ
け
を
検
討
の
対
象
と
す
る
｡
夫
が
合
意
に
よ
ら
ず
抵
当
権
の
負
担
を
甘
受
す
る
場
合

(
つ

ま
り
後
得
財
産
に
裁
判
上
の
抵
当
権
を
課
さ
れ
た
場
合
)
に
つ
い
て
は
'
妻
は
当
然
に
こ
の
抵
当
権
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
Bertau
ld
.
conquê
ts
.
n
o

20.)｡な
ぜ
な
ら
へ
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
る
見
解
は
､
後
に
見
る
よ
う
に
'
承
認
に
よ
り
妻
が
夫
の
意

思

を追
認
し
た

こ
と
を
論
拠
と

する
が
'
そ
も
そ
も
裁
判
上
の
抵
当
権
の
場
合
に
は
､
抵
当
権
設
定
は
夫
の
意
思
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
｡
裁
判
上
の
抵
当
権
の
前
提
で
あ
る
債
務
負
担
が
夫
単
独
の
も
の
で
あ
る
か
､
夫
婦
が
連
帯
し
て
負
担
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
､
こ
の
結
論
に
影
響
し

な
い
｡

(6
)

V
a
tette.
hh
o
th
etq
u
es,
pp
.254･259.

(6
)

D
e
tvinco
u
rt.
t.
Ill,
no
tes
et
exp
lic
a
tio
n
s)p
132).

(
67
)
p
er
sil,
Q
u
estions.t.
I
,
pp
.186⊥
8
7.R
e/g
im
e
hh
o
th
eJ
caiyle,
t.
I,
pp
.268･27).

(68
)

T
ro
p
lo
n
g
}
m
an
.q
e
.t.
ttlVn
.,
)646,
pp.)62
･)6
3
1

(
6

9
)

G

r

en
ier
,

t.
(,
n
.
2
48;
R
o
dier
e
e
t
P
o
n
t.
t.
(,
n
.
8
3
4;
D
u
r
an
to
n
,
t.
X
ZX
,
n
.
329.

(7
0

)

cf
.
V
a
tette
)hh
ot

h
etq
u
es
,
p12
5
8
.

(71
)

T
r
opto
n
g
,
m
a
n
Ltq
e
,
t.
Ilt,
n
.
)6
4
6.
p
p
.16
2･)6
3.

(72
)
c
f.
V
a
tette}
h
h
oth
etqu
es,p
.2
5
∞
.

(7
)

c
f.
B
erta
u
)d
,c
on
que
t̂s
,
n
.
2).

(7
)

P
er
sil,
Q
u
estion
s,t
L

.
pp
.)86
･
)87
.

(75
)

こ
の
理
論
に
対
し
て
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る

(V
a
tette-hh
o
th
etq
u
es.
p.2
5
7
.)｡
妻
が
共

通
財
産
を
承
認
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
､
｢真
正
か
つ
忠
実
な
財
産
目
録

(b
o
n
e
t
fi
dele
inventa
ire
)｣
を
作
成
し
た
場
合
に
は
､
妻

は
自
己
が
受
け

取
る
積
極
財
産
の
限
り
に
お
い
て
し
か
共
通
財
産
の
負
債
を
負
担
し
な
い

二

四
八
三
条
)
｡
し
た
が
っ
て
'
妻
の
取
得
分
が
全
-
な
い
と
き
に
は
､
夫

が
共
通
財
産
の
負
債
全
て
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
妻
が
保
証
義
務
を
負
わ
な
い
以
上
､
妻
は
第
三
取
得
者
又
は
抵
当
権
者

に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
に
､
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
保
証
抗
弁
理
論
で
は
妻
に
よ
る
法
定
抵
当
権

行
使
を
封
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
｡

(7
)

C
f1
0
ud
in
ot
,
p
p
.74･78
.

(7

)

P
er
sit,
R
eJg
im
e
hh
o
th
eJcaire,tL
.p
-268.

(7
)

A
u
b
ry
et
R
au
,t.
ⅠⅠ(,
S
264,p12
8);
B
ertauld
,
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quêts,
no
L9-
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n
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ê
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n.
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c
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ê
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.

C
iv
.

28
ju
in
1
8
4
7
.
D

.
)
8
4
7
.
)
1
2
99
.

詳
し

-
は
香
山

｢基
本
的

性
格
Ⅲ
｣

二
三
七

-
二
三
八
頁
註
(5
)参
照
｡

R
e
q
.)6
fe
v
r
.
)
84
1

,

D
.
4
)
.
)
.
)
2
6
1

1
八
四
七
年
以
降
の
判

例

と
し
て

は
R
e
q.
)
6
n
o
v
.

)847.D
.4
8
.
)
.

4
8
が
あ
る
O

4

小
括

川

本
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
､
法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
は
､
事
実
上
､
共
同
管
理
の
対
象
と
な
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
夫
か
ら
所

有
権
又
は
抵
当
権
を
取
得
し
た
第
三
者
は
妻
の
追
行
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
､
そ
れ
を
免
れ
る
た
め
に
第
三
者
は
不
動
産
取
引
に
妻

を
介
入
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る

(第

一
章
第
二
節
参
照
)｡
そ
こ
で
､
何
が
'
そ
の
目
的
物
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
夫

の
固
有
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
｡
問
題
は
後
得
財
産
の
取
り
扱
い
で
あ
り
､
こ
の
点
に
つ
い
て

は
異
論
も
あ
る
が
学
説
及
び
判
例
は
概
ね
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
｡

共
通
制
解
消
時
､
後
得
財
産
が
共
通
財
産
を
構
成
し
て
い
る
と
き

(
つ
ま
り
夫
が
第
三
者
に
譲
渡
し
て
い
な
い
場
合
又
は
そ
れ
に
合
意
に

よ
る
抵
当
権
を
設
定
し
て
い
な
い
場
合
)
は
､
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
'
後
得
財
産
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
｡
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共
通
制
解
消
時
、
後
得
財
産
が
夫
に
よ
り
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
の
運
命
は
共
通
制
解
消
時
に
お
け
る
妻
の
態

度
決
定
に
左
右
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
放
棄
の
遡
及
効
に
よ
り
妻
は
後
得
財
産
の
第
三
取
得
者
又
は
そ

の
抵
当
権
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
妻
が
承
認
し
た
場
合
に
は
、
妻
は
彼
ら
に
対
し
て
法
定
抵
当

権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
以
上
の
結
果
、
①
夫
の
固
有
財
産
に
物
権
（
所
有
権
又
は
抵
当
権
）
を
取
得
し
た
第
三
者
は
、
夫
と
の
み
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
妻

の
追
行
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
第
三
者
は
、
夫
に
対
し
て
妻
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
（
つ
ま
り
夫
の
固
有
財
産
は
夫

婦
の
共
同
管
理
に
服
す
る
）
。
②
第
三
者
が
後
得
財
産
に
物
権
を
取
得
す
る
と
き
、
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
場
合

に
は
、
第
三
者
は
一
四
二
一
条
に
従
い
夫
と
の
み
契
約
を
締
結
す
れ
ば
よ
い
（
つ
ま
り
、
理
論
上
、
こ
の
種
の
後
得
財
産
に
つ
い
て
は
夫
婦

財
産
集
中
管
理
が
機
能
す
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
③
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
三
者
は
後
の
法
定

抵
当
権
に
よ
る
追
行
か
ら
免
れ
る
た
め
に
妻
の
参
加
を
求
め
る
（
つ
ま
り
、
こ
の
種
の
後
世
財
産
に
つ
い
て
は
事
実
上
共
同
管
理
が
妥
当
す

る
）
。

　
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
す
る
事
案
は
さ
ほ
ど
多
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
第
三
者
は
後
得
財
産
に
物
権
を
取
得
す
る
に
あ
た
っ
て
は

夫
と
の
み
契
約
を
締
結
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
実
際
、
第
三
者
が
一
四
二
一
条
に
従
い
妻
の
参
加
な
し
に
物
権
を
取
得
し
た
と
し
て
も
、
第

三
者
が
妻
の
追
行
に
曝
さ
れ
る
事
案
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
に
は
、
一
四
二
一
条
は
十
分
機
能
し
て
い

る
。
つ
ま
り
後
丸
財
産
は
夫
の
集
中
管
理
に
服
し
、
共
同
管
理
は
極
め
て
例
外
的
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学

説
と
判
例
が
認
め
た
唯
一
の
例
外
（
放
棄
時
に
お
け
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
の
肯
定
）
は
、
こ
の
原
則
を
覆
す
に
十
分
な
も
の
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
事
案
と
し
て
は
少
な
い
と
は
い
え
、
妻
の
共
通
財
産
放
棄
の
可
能
性
を
完
全
に
否
定
で
き
な
い
以
上
、
慎
重
な
第
三

者
は
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
以
外
の
不
動
産
に
物
権
を
設
定
す
る
に
際
し
て
も
、
必
ず
夫
に
対
し
て
妻
の
参
加
（
つ
ま
り
抵
当
権
代
位
）

を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
四
二
一
条
に
反
し
、
実
際
に
は
、
夫
は
妻
の
参
加
な
し
に
共
通
財
産
の
売
却
、
譲
渡

（72－3－86）　544
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及
び
抵
当
権
設
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夫
婦
間
に
存
在
す
る
不
動
産
は
、
全
て
、
事
実
上
の
（
又
は
間

接
的
な
）
共
同
管
理
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
切
　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
一
八
〇
四
年
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
夫
婦
財
産
集
中
管
理
は
完
全
に
骨
抜
き
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で

一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
学
は
、
な
ぜ
夫
婦
財
産
集
中
管
理
を
放
棄
す
る
よ
う
な
解
釈
を
、
あ
え
て
打
ち
立
て
た
の

か
（
又
は
夫
婦
財
産
集
中
管
理
を
否
定
す
る
解
釈
を
強
く
否
定
し
な
か
っ
た
の
か
）
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
確
か
に
、
ど
の
よ
う
な
理
論
操

作
を
試
み
て
も
、
夫
の
固
有
財
産
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性

を
立
法
的
に
承
認
し
た
時
点
で
、
一
八
〇
四
年
法
は
夫
婦
財
産
集
中
管
理
を
事
実
上
瓦
解
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
放

棄
妻
の
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
解
釈
上
否
定
し
さ
え
ず
れ
ば
、
少
な
く
と
も
奉
呈
財
産
に
つ
い
て
は
夫
婦
財
産
集
中
管
理
は
機
能

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
理
論
的
に
可
能
で
あ
っ
た
（
本
章
第
二
節
第
二
款
＠
参
照
）
。
し
か
し
、
一

九
世
紀
前
半
の
支
配
的
見
解
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
、
法
定
抵
当
権
は
放
棄
妻
の
た
め
に
こ
そ
最
も
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
、
放
棄
妻
の
法
定
抵
当
権
の
第
三
者

対
抗
力
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
法
定
抵
当
権
制
度
全
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
支
配
的
見
解
が
、

妻
の
利
益
の
保
護
を
欲
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
の
場
合
に
放
棄
妻
に
法
定
抵
当
権
を
認
め
た
と
し
て
も
妻

の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
場
合
、
法
定
抵
当
権
は
抵
当
権
代
位
に
よ
り
既
に
妻
に
帰
属
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説
及
び
判
例
は
、
な
ぜ
一
四
一
＝
条
へ
の
抵
触
を
恐
れ
ず
、
妻
の
取
戻
権
の
保
護
を
謳

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
検
討
す
る
。
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三
　
検
討

1
　
序
論

（72－3－88）　546

　
ω
　
前
章
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
夫
婦
間
に
存
在
す
る
不
動
産
が
、
そ
の
性
質
を
問
わ
ず
全
て
事
実
上
の
共
同
管
理
に
服
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
原
因
は
、
一
八
〇
四
年
法
が
法
定
抵
当
権
に
非
公
示
的
性
質
を
付
与
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
財
産
管
理
の
方
法
は
集
中
管
理
を
規
定
す
る
一
四
二
一
条
に
抵
触
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
九
世
紀
の
支
配
的
見
解
は
、
こ
の
結
論
を
是

認
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
一
四
二
一
条
違
反
が
積
極
的
に
歓
迎
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
（
学
説
は
、
こ
の
結
論
が
一
四
二
一

条
に
反
し
な
こ
と
を
頻
り
に
強
調
す
る
）
の
で
、
こ
の
結
論
は
実
際
に
は
黙
認
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
解
釈
的
手
法
に
よ
り
、

（
限
定
的
に
で
は
あ
る
が
、
）
こ
の
結
論
は
十
分
に
回
避
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
の
よ
う
に
、
放
棄
妻

の
、
後
得
財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説

及
び
判
例
は
、
こ
の
見
解
を
断
固
と
し
て
否
定
す
る
。
で
は
、
そ
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
。

　
も
っ
と
も
、
事
実
上
の
共
同
管
理
を
黙
認
し
た
原
因
を
一
つ
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
夫
婦
間
不
動
産
の
共
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

管
理
が
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
す
で
に
革
命
以
前
に
お
い
て
も
法
定
抵
当
権
は
夫
婦
間
不
動
産
の
共
同
管
理

を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
お
り
（
近
世
に
お
い
て
も
、
法
定
抵
当
権
は
夫
の
固
有
財
産
だ
け
で
な
く
全
て
の
後
得
財
産
を
目
的
と

　
　
　
（
9
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

し
て
い
た
た
め
、
第
三
者
は
、
妻
を
不
動
産
取
引
に
介
入
さ
せ
て
い
た
）
、
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
は
（
自
覚
的
又
は
無
自
覚
的
に
）

単
に
こ
れ
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
学
に
固
有
な
原
因
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
夫
婦
間
不
動
産
の
共
同
管
理
は
非
公
示
型
法
定
抵
当
権

の
所
産
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
中
葉
、
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
の
見
解
を
支
持
す
る
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
（
詳
し
く
は
本
章
第
四
節
＠
参
照
）
は
、
非
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(92
)

,
,
.

公
示
型
法
定
抵
当
権
に
否
定
的
な
観
点
か
ら
､
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
を
制
限

(し
た
が
っ
て
共
同
管
理
を
制
限
)
す
る
｡

そ
う
､

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

一
九
世
紀
に
お
い
て
は
､
こ
の
間
題
は
､
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
に
対
す
る
評
価
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
す

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

な
わ
ち
､
事
実
上
の
共
同
管
理
の
黙
認
は
'
少
な
-
と
も
､

一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
が
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
に
否
定
的
で
な
か
っ
た

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

こ
と
の
証
左
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
で
は
'
な
ぜ
､
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
に
否
定
的
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
､
フ
ラ
ン
ス
法
学
が
事
実
上
の
共
同
管
理
を
黙
認
し
た
原
因
の
一
つ
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
｡

回

と
こ
ろ
で
､
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
､

一
九
世
紀
前
半
の
抵
当
改
革
関
連
文
献
を
詳
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
'
こ
の
作
業
は
本
稿
の
目
的
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る

(ま
た
同
時
に
著
者
の
能
力
を
遥
か
に
超
え
る
も
の
で
も
あ
る
)｡
し
か
し
､

一

八
四

一
年
に
政
府
が
行

っ
た
抵
当
改
革
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
は
､
わ
れ
わ
れ
に
一
九
世
紀
前
半
の
抵
当
観

(非
公
示
型
法
定
抵
当
権
に
つ

い
て
の
評
価
)
を
見
事
に
伝
え
て
い
る
｡
そ
こ
で
本
稿
は
'
主
と
し
て
､
こ
の
資
料
を
通
し
て
､
こ
の
時
期
の
抵
当
観
を
探
る
こ
と
に
す
る
｡

(
89
)

c
f
.

O
livier･M
a
rtin
,
t.
Zt,
p
p.2
80･
2

8)
[
2
6
0
]
･
[
2
6
)
]
.

(90
)

こ
こ
で
も
四
つ
の
事
案
に
分
け
て

近
世
期
の
学
説
の
態
度
を

概
観
し
て
お
こ
う
｡

①

妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合
で
､
か
つ
そ
の
際
に
後
得
財
産
が
共
通
財
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合
'
後
得
財
産
は
法
定
抵
当
権
の
日
的
と
な

る

(cf.
O
udinot)p.2
2

.)
o
例
え
ば
'
ポ
チ
エ

(P
o
thier)
は
こ
の
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
う
そ
の
結
論

を
容
易
に
推
測
す
る
こ

と
が
で
き
る
｡
日
-
､
｢妻
又
は
妻
の
相
続
人
の

[共
通
財
産
の
]
放
棄
の
効
果
は
､
彼
ら
を
共
通
財
産
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
天
文
は
夫
の
相
続
人
は
､
そ
の
全
体
の
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｣
(P
o
thier}
com
m
u
n
a
uteJ,
n
.
5
6
8
.)｡
つ
ま

り
'
妻
の
放
棄
に
よ
り
共
通
財
産
は
夫
の
固
有
財
産
と
な
る
の
で
､
そ
れ
は
当
然
に
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

②

妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合
で
'
放
棄
時
に
既
に
そ
れ
が
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

(cf.
D
u
v
a
l,
p
p
1
30
･)32;O
udinot)pp
.25

･2
9
1)'
ポ
チ
エ
の
見
解
は
明
確
で
な
い

(た
だ
し
P
o
thier,
com
m
unaute/.
n
｡7
5
7
参
照
)｡
し
か
し
､
こ
の
点

に
つ
い
て
ル
ーニ

ソ

ン
(R
en
u
sI

son
)
は
明
快
で
あ
る
｡
日
-
､
｢取
得
者
は
､
夫
は
共
通
財
産
の
主
人

で
あ
り
t
か
つ
夫
は
共
通
制
存
続
中
に
取
得
し
た
物
を
自
由
に
転
売
す
る
こ

と
が

で
き
る
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
｡
-
し
か
し
な
が
ら
､
-
妻
は
､
取
得
者
の
利
益
に
反
す
る
行
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡
-
妻
は
､
嫁
資
金
銭
及
び
そ

の
他
の
夫
婦
財
産
約
定
書
の
た
め
に
'
夫
の
現
在
及
び
将
来
財
産
に
対
し
て
､
抵
当
権
を
有
し
て
い
る
｡
抵
当
権
は
夫
婦
財
産
契
約
日
に
取
得
さ
れ
る
｡

547(72-3-89)
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夫
婦
財
産
契
約
後
'
夫
が
不
動
産

(h
e
ri
tages)
を
取
得
し
た
と
き
､
そ
の
不
動
産
は
妻
の
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
｡
妻
は
､
共
通
財
産
を
承
認
す
る

こ
と
も
で
き
､
ま
た
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と

も
で
き
る
｡
そ
し
て
'
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合
､
妻
は
､
す
べ
て
の
抵
当
目
的
物
に
対
し
て
'
嫁

資
金
銭
及
び
そ
の
他
の
夫
婦
財
産
約
定
書
の
弁
済
を
追
行
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
｡
抵
当
権
は
､
物
に
内
在
す
る
物
権
だ
か
ら
で
あ
る
｣
(R
enus･

son,co
m
m
unauteJ,2epar
t
ie
,
c
hap
.3
,
n
.S4
3･44
.
p
.)35.).

③

妻
が

共
通
財
産
を
承
認
し
た

場
合
で
､
か
つ
そ

の
際
に
後
得
財
産
が
共
通
財
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合
'
共
通
財
産
分
割
の
結
果
､
妻
が
取
得
し

た
後
得
財
産
に
つ
い
て
は
､
法
定
抵
当
権
は
問
題
と
な
ら
な
い

(
つ
ま
り
､
そ
れ
は
妻
の
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
分
割
の
宣
言

的
効
果
に
よ
り
､
そ
の
財
産
は
当
初
か
ら
妻
の
固
有
財
産
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
)｡
ま
た
'
そ
れ
が
夫
収
帰
属
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
､
分
割
の

宣
言
的
効
果
に
よ
り
､
こ
の
後
得
財
産
は
夫
の
固
有
財
産
と
み
な
さ
れ
る
の
で
'
こ
れ
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
と
な
る
こ
と
に
も
異
論
は
な
い
と
思
わ

れ
る

(D
u
v
al
,
p
.)321)｡

④

妻
が
共

通
財
産
を
承
認
し
た
場
合
で
､
承
認
時
に
既
に
そ
れ
が
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
､
理
解
が
別
れ
る

(c
f.
〇
u
d
in
阜

p
p
.ひい

･
5
7
;
D
u
v
a
t,
p
p
.)3
2
･
)3
6
;
B
e

rta
u
td
〉
con
qu
êts
,
n
os4
9
･50.)｡
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
､
ル
ニ
ュ
ソ
ン
が
放
棄
妻
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
い
る

(②
引
用

部
分
参
照
)
こ
と
を
根
拠
に
､
こ

の
場
合

に
､
法
定

抵
当
権
の
対
抗
力
は
否
定
さ
れ
た
と
結
論
付
け
て
い
る

(V
a
lett
e)
hh
o
th
eLqu
es
,
p
.254
.)｡
し
か

し
､
こ
の
理
解
は
極
め
て
乱
暴
で
あ
る

(O
u
d
in
o
t〉
p
.56
.)
.
ま
た
ト
ウ
ー
リ
エ

(T
o
u
llier.t.
X
ttJ.
n
o
262.)
や
デ
ユ
パ
ル

(D
u
v
a
l,
p
.136
.)
は
､

ポ
チ
エ
の
次
の
1
節
を
根
拠
に
'
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
と
同
様
の
結
論
に
達
し
て
い
る
｡
ポ
チ
エ
日

-
､
｢共
通
財
産
を
承
認
し
た
妻
は
､
夫
が

共
通
制
存
続
中

に
共
通
財
産
の
長
と
し
て
行
っ
た
全
て
の
こ
と
を
､
共
同
で

(ensaqualite
com
m
une)
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
｡
-

[し
た
が
っ
て
'
]
夫
が
､

債
権
者
に
対
し
て
､
共
通
制
存
続
中
に
共
通
財
産
の
長
と
し
て

共
通
財
産中
の
後
得
財
産
全
て
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
､
妻
は
､
共
通

財
産
分
割
に
よ
り
妻
が
取
得
し
た
部
分
に
妻
自
身
が
､
共
同
で
抵
当
権
を
設
定
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
｣
(P
o
thier〉
com
m
una
u
teJ.
n
.
752
.)｡
こ

の
一
節
に
よ
れ
ば
､
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
し
た
と
き
､
妻
自
身
が
共
通
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が

っ
て
､
妻
は
後
得
財
産
上

の
抵
当
権
者
に
対
し
て
優
先
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
ポ
チ
エ
が
こ
の
事
案
の
場
合
に
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力

を
否
定
し
た
と
解
す
る
見
解
は
､

1
殻
的
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
多
-
の
論
者
は
､
ポ
チ
エ
の
次
の
1
節
を
根
拠
と
し
て
､
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
を
承

認
す
る

(B
ertauld,
con
quêts,n
｡2
5
:
O
u
d
in
o
t
,
p
.57
1)｡
日
-
､
｢妻
は
､
共
通
財
産
に
対
す
る
債
権
の
た
め
に
､
夫
婦
財
産
契
約
日
か
ら
抵
当
権
を

有
し
て
お
り
､
し
か
も
､
そ
の
抵
当
権
は
'
原
告

の
抵
当
権
に
優
先
す
る
｣
(P
o
t
hier,com
m
un
aute/.n
.
7
57
.)
｡

(91
)

ポ
チ
エ
日
-
､
｢妻
を
債
務
者
と
す
る
債
権
者
は
､
妻
の
権
利
を
行
使
し
て
'

副
順

位
配

当

(sous･
〇rd
re
)
に
お
い
て
順
位
決
定
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
｡
-
こ
の
方
法
に
よ
り
､
こ
の
債
権
者
は
､
-
･先
行
債
権
者
に
優
先
し
て
弁
済
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
重
要
な
こ
と
は
､
夫
と
契
約
を
締
結
す
る
に

さ
い
し
て
は
､
妻
が
夫
と
と
も
に
債
務
を
負
担
す
る
よ
う
に
､
妻
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｣
(P
o
th
ier,
com
m
unauteJ,n
.
76
6
.)0

(
92
)

V
a
lette】
hh
o
th

etques,
pp.2
5)･
2
6
)
.
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フランス民法典における夫婦財産集中管理の帰趨 (香山)

2

妻
の
利
益
の
保
護

川

フ
ラ
ン
ス
国
璽
尚
書

(G
arde
des
Sceaux)
で
あ
っ
た
マ
ル
タ
ン
･
デ

ユ
･
ノ
ー
ル

(M

a
r
tin

d
e

N
o
rd)
が

一
八
四

一
年
に

行
っ
た
抵
当
制
度
改
革
に
関
す
る
大
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
詳
細
な
研
究
が
存
在
す
る
の
で
､
そ
の
全
体
的
傾
向
に
つ
い
て
は

(93
)

す
べ
て
先
行
研
究
に
譲
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
本
稿
の
目
的
と
関
係
す
る
範
囲
で
そ
の
資
料
を
分
析
す
る
に
過
ぎ
な
い
｡

(94
)

1
八
四

一
年
五
月
七
日
付
け
の
通
達

(Circulaire)
は
､
破
穀
院

(C
o
u
r
de
cassa
tio
n
)
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
控
訴
院

(C
our

royate)
及
び
法
学
部

(F
acu
lte
d
e
d
ro
it)
に
伝
達
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
政
府
は
､
そ
の
通
達
の
中
で
法
定
抵
当
権
の
公
示
の
是
非
に

(95)

つ
い
て
の
意
見
を
各
機
関
に
求
め
て
い
る
｡
な
お
､
政
府
自
身
は
､
初
め
か
ら
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
に
否
定
的
で
あ
っ
た
｡
そ
の
こ
と

(96
)

は
､
こ
の
通
達
の
内
容
か
ら
容
易
に
理
解
で
き
る
｡

｢
コ
ー
ド
･
シ
ビ
ル
は
､
抵
当
権
の
公
示
の
原
則
を
制
限
付
き
で
認
め
た
に
過
ぎ
な
い
｡
妻
と
未
成
年
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
保
護
は
､

一
般
準
則
を
譲
歩
さ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

せ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
例
外
は
､
原
則
が
有
す
る
有
用
な
効
果
を
激
減
さ
せ
､
著
し
-
取
引
の
安
全
を
衰
え
さ
せ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
う
で
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
､
こ
の
例
外
は
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
-
そ
れ
と
も
､
抵
当
権
が
付
与
さ
れ
る
債
権
が
い
か
に
厚
遇
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
も
､
何
ら
の
手
加
減
も
加
え
る
こ
と
な
-
､
全
て
の
抵
当
権
を
絶
対
的
に
登
記
手
続
に
従
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か

〔傍
点
は
引
用
者
に
よ

る
〕｡
｣

デ
ユ
･
ノ
ー
ル
の
通
達
は
､
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
が
取
引
安
全
の
障
害
物
で
あ
る
こ
と
､
そ
し
て
妻
の
保
護
と
取
引
安
全
が
両
立
し
な

い
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
｡
恐
ら
-
政
府
は
､
法
定
抵
当
権
の
公
示
に
向
け
て
の
改
革
の
後
ろ
盾
を
､
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

に
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
の
期
待
に
応
え
た
の
は
､
こ
の
点
に
つ
き
意
見
書
を
提
出
し
た
三
三
の
機
関

(破
穀
院
､
二
五
控

549(72-3-91)
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(97)

(98
)

(99
)

(1-0)

訴
院
､
七
法
学
部
)
の
う
ち
､
六
つ
の
控
訴
院

(バ
ス
テ
ィ
ア
控
訴
院
､
デ
ィ
ジ
ョ
ン
控
訴
院
'
リ
ヨ
ン
控
訴
院
､
ニ
ー
ム
控
訴
院
､
ポ
ワ

(1)

(i;)

(哩

(1)

テ
ィ
エ
控
訴
院
の
数
名
の
裁
判
官
及
び
リ
オ
ム
控
訴
院
)
と
三
つ
の
法
学
部

(グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
法
学
部
教
授
の
半
数
､
パ
リ
法
学
部
及
び
レ

(1-5
)

(捕
)

ン
ヌ
法
学
部
の
多
数
の
教
授
)
の
九
つ
の
機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
本
稿
は

1
九
世
紀
前
半
の
法
定
抵
当
権
公
示
の
論
理
に
深
入
り
す
る
つ

も
り
は
な
い
｡
こ
こ
で
は
バ
ス
テ
ィ
ア
控
訴
院
の
見
解
を
紹
介
す
る
に
止
め
る
｡

(72-3-92)550

｢
コ
ー
ド

[
･
シ
ビ
ル
]
の
起
草
者
ら
は
無
能
力
者
の
利
益
の
た
め
に
土
地
信
用
を
犠
牲
に
し
た
｡
-
実
際
に
は
､
土
地
の
信
用
は
､
各
不
動
産
の
貸
借
対

照
表

(bi-an
)
の
周
知
性
に
の
み
基
礎
を
置
-
｡
そ
の
創
設
を
欲
す
る
の
と
同
時
に
隠
れ
た
負
担
の
存
在
を
望
む
こ
と
は
'
両
立
す
る
こ
と
の
な
い
二
つ

の
理
念
を
併
せ
持
つ
こ
と
で
あ
り
､
か
つ
絵
空
事

(ch
im
e
re
)
を
追
い
求
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
O
し
た
が
っ
て
'
法
定
抵
当
権
は
フ
ラ
ン
ス
の
大
部

(1-7
)

分
の
土
地
に
l
種
の
禁
治
産
を
課
す
こ
と
に
な
っ
た
｡
-
そ
れ
は
夫
の
-
土
地
を
麻
痔
さ
せ
た
の
で
あ
る

｡
｣

｢
こ
の
不
愉
快
な
状
態
に
対
す
る
唯

1
の
治
磨

3Ⅷ四

法
は
､
共
和
暦
七
年
プ
リ
ユ
メ
ー
ル
二

日
法

の

原
則

へ
の
復
帰
だ
け
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
法
定
抵
当
権
登
記
の
復
活
で
あ
る
｡
-

[し
か
し
､]
法
定

抵
当
権
が
'
そ
の
黙
示
で
隠
れ
た
性
質
を
失
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
｡
-
法
定
抵
当
権
の
特
定
か
つ
義
務
的
な
登
記

(inscrip
tio
n
d
et
ermin
ee
et

(1-9
)

o
b-ig
ato
ire
)
の
原
則
-
の
利
点
は
明
ら
か
で
あ
る

｡
｣

現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
れ
ば
､
こ
の
主
張
は
至
極
当
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
政
府
の
思
惑
は
､
大
き

(3
)

(3
)

,
･
･

-
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
二
一
の
裁
判
所
と
四
つ
の
法
学
部
が
全
種
の
法
定
抵
当
権
の
公
示
に
､
そ
し
て
､
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
法
学
部
教

(1
)

(1
)

,
,

授
の
半
分
と
ポ
ワ
テ
ィ
エ
法
学
部
が
妻
の
法
定
抵
当
権
の
公
示
に
反
対
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

回

で
は
､
な
ぜ
'
こ
れ
ほ
ど
多
-
の
裁
判
所
や
法
学
部
が
､

一
見
し
て
不
動
産
取
引
の
障
害
物
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
非
公
示
型
法

定
抵
当
権
の
維
持
を
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
論
拠
は
多
岐
に
渡
る
.
し
か
し
､
そ
れ
は
破
穀
院
が
掲
げ
る
次
の
1
点
に
集
約
さ
れ

(114
)

る
｡



「
妻
の
利
益
は
、
同
時
に
子
の
利
益
で
あ
り
、
家
産
の
利
益
で
あ
り
、
国
家
の
利
益
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
第
三
者
の
利
益
に
優
先
す
る
。
」

フランス民法典における夫婦財産集中管理の帰趨（香山）

　
妻
の
利
益
。
こ
れ
が
登
記
を
法
定
抵
当
権
の
対
抗
要
件
と
し
な
い
最
大
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
唯
一
の
理
由
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
法
定
抵
当
権
を
公
示
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
位
置
づ
け
る
だ
け
で
は
、
実
際
に
は
妻
を
保
護
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

す
で
に
見
た
よ
う
に
（
第
一
章
第
二
節
参
照
）
、
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
の
存
在
に
よ
り
、
常
に
抵
当
権
者
及
び
取
得
者
は
妻
に
抵
当
権
代

位
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
し
ば
し
ば
妻
が
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
時
点
に
は
妻
は
法
定
抵
当
権
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
妻
の
利
益
保
護
を
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
存
続
の
唯
一
の
理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
れ
と
同
時
に
法
定
抵
当
権
に
関
す

る
合
意
（
抵
当
権
代
位
）
を
禁
止
す
る
か
、
又
は
少
な
く
と
も
そ
の
合
意
に
二
一
四
四
条
及
び
二
一
四
五
条
の
手
続
を
課
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珍
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
こ
の
点
に
つ
き
、
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
を
承
認
す
る
機
関
の
う
ち
、
メ
ッ
ツ
控
訴
院
と
ボ
ー
控
訴
院
は
抵
当
権
代
位
に
二
一
四
四
条
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

び
二
一
四
五
条
の
手
続
を
課
す
が
、
そ
れ
以
外
の
機
関
は
抵
当
権
代
位
を
事
実
上
無
制
限
に
承
認
す
る
。
つ
ま
り
、
妻
（
も
ち
ろ
ん
妻
は
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

能
力
者
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
合
意
を
す
る
た
め
に
夫
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
）
は
、
取
得
者
又
は
抵
当
権
者
と
の
合
意
の
み
で
、
法
定
抵
当

権
を
譲
渡
又
は
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
の
　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
法
定
抵
当
権
は
妻
を
保
護
す
る
た
め
に
有
効
に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
又
は
、
そ
の

た
め
に
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
疑
問
が
生
じ
る
。
実
際
、
法
定
抵
当
権
の
公

示
に
好
意
的
な
機
関
は
、
一
八
〇
四
年
法
の
法
定
抵
当
権
制
度
が
妻
の
保
護
と
し
て
全
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
法
定
抵
当
権
公
示
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論
拠
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
る
。
例
え
ば
、
パ
リ
法
学
部
は
、
法
定
抵
当
権
の
公
示
及
び
特
定
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
妻
に
新
た
な
効
果
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
の
　

保
証
を
与
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
提
案
の
前
提
と
し
て
現
行
法
が
妻
を
全
く
保
護
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。

「
妻
、
未
成
年
及
び
禁
治
産
者
は
、
［
隠
れ
た
法
定
抵
当
権
に
よ
り
、
］
完
全
な
安
全
の
利
点
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
と
り
わ
け

551　（72－3－93）
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妻
に
関
し
て
､
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
｡
-
嫁
資
の
非
譲
渡
性
を
保
証
す
る
嫁
資
制
以
外
の
制
度
下
で
婚
姻
し
た
女
性
の
抵
当
権
は
､
実
際
に
は
､
現
実

性
の
な
い
抽
象
的
存
在

(a
b
stra
c
ti
on
sans
re
a
tite
)､
真
の
空
想
物

(v
erita
b
le
ch
im
e
re
)
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
現
行
の
立
法
は
､
妻
が
他
人
や

夫
の
た
め
に
債
務
を
負
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
な
い
｡
[そ
の
結
果
'
]
夫
と
取
り
引
き
す
る
債
権
者
は
､
ほ
と
ん
ど
常
に
､
妻
を
共
同
債
務
者
及
び
連
帯
債

務
者
の
資
格
で

[取
引
に
]
参
加
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
｡
[そ
れ
に
よ
り
､
妻
は
､
]
法
定
抵
当
権
に
内
在
す
る
追
求
権
を
放
棄
す
る
だ
け
で
な
-
､
個
人
的

に
債
務
を
負
担
し
て
し
ま
う
｡

-
夫
か
ら
不
動
産
を
購
入
す
る
第
三
者
も
同
様
に
､
ほ
と
ん
ど
常
に
､
売
買
証
書

へ
の
妻
の
参
加
を
要
求
す
る
｡
｣

(72-3-94)552

す
な
わ
ち
､
パ
リ
法
学
部
に
よ
れ
ば
､
抵
当
権
代
位
の
実
務
は
'
法
定
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
だ
け
で
な
-
､
妻
の
債
務
負
担
を
必
然
化

(1-2
)(1-3
)

す
る
の
で
､
極
め
て
有
害
な
の
で
あ
る
｡

非
公
示
型
法
定
抵
当
権
の
維
持
を
主
張
す
る
見
解
も
､
抵
当
権
代
位
が
妻
に
と
っ
て
危
険
な
実
務
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
｡
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
彼
ら
は
抵
当
権
代
位
を
禁
止
し
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
の
根
拠
が
妻
の
利

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

益
保
護
の
み
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
法
定
抵
当
権
を
登
記
か
ら
独
立
し
た
存
在

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

と
し
て
位
置
づ
け
る
理
論
的
根
拠
は
'
妻
の
利
益
と
同
時
に
､
他
の
も
の
に
も
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡

100 999897 9695 9493

今
村

｢抵
当
改
革
‖
｣
二
七
-
三
九
頁
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星
野

｢概
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三
五
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四
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参
照
｡
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D
ocum
en
ts,t.

D
ocum
en
ts,t.

D
ocu
m
ents,t
.

D
ocum
ents,t.

D
ocum
ents,t.

tt,
p
p
.334

I(,
p
p
.35
0

Jt,
p
p
A
t
3

Zf,
p
p
A
43

tt,
p
p
A6
2

et
s,
n
o
tam
m
ent,p
p
.335
･
336
.

et
s.

et
s
.

et
s.

et
s.

も

っ
と

も
､
リ
ヨ
ン
控
訴
院
と
パ
リ
法
学
部
は
､
妻
に
新
た
な
他
の
保
証
を
与
え
､
法
定
抵
当
権
を
補
助
的
な
も
の
に
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い

る
の
で
､
単
に
法
定
抵
当
権
の
公
示
を
提
案
す
る
他
の
機
関
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
二
つ
の
機
関
も
補
助
的
な
法
定
抵
当

権
に
公
示
及
び
特
定
を
課
し
て
い
る
の
で
､
こ
こ
に
列
挙
し
た
｡

(
1-

)
D
ocu
m
en
ts
,
t.
it.
p
.20).

(1-8
)

共

和
暦
七
年
ブ
リ
ユ
メ
ー
ル
二

日
法
に
つ
き
､
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
研
究
会

｢‖
｣
八

一
三
-

八
二
五
頁
参
照
｡

(
1-
)

D
ocu
m

ents,t.
tl,
p
.203.

(
110
)

破

穀
院

(D
o
cu
m
ents,t.
Il,
p
p
.)St
et
s.)
､
ア
ジ
ャ
ン
控
訴
院

(D
ocu
m
en
ts,t.
tt,
p
p
.)37
et
s.)､
エ
ク
ス
控
訴
院

(D
ocu
m
ents,t.
Zt,

pp.)4
4
et
s.)
'
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院

(D
ocu
m

ents
,t.
tt,
p
p
1
68
et
s.)
､
ア
ン
ジ

ェ控
訴
院

(D
ocum
ents
,t.
Jl,
p
p.)7
L
et
s.)､
プ
サ
ン
ソ
ン

控

訴院

(D
ocu
m
ents,t.
tt,
p
p
.208
et
s.)､
ボ
ル
ド
ー
控
訴
院

(D
ocu
m
en
ts
,
t.
Zt.
p
p
.2tL
et
s.)
､
コ

ル
マ
ー
ル
控
訴
院

(D
ocu
m
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ts,t.
tI,
p
p
.

2)2
et
s.)
'
ド

ゥ
エ
ー
控
訴
院

(D
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m
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.23
5
et
s.)
､
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
控
訴
院

(D
o
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Z,
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s.)
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リ
モ
ー
ジ
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控

訴
院
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m
ents,t.
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p
p
.258
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s.)
､
メ
ッ
ツ
控
訴
院

(D
o
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m
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p
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6
et
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モ

ン
ペ
リ
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控
訴
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m
ents,t｣
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p
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et
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ナ

ン
シ
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控
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s.)
､
オ
ル
レ
ア
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訴
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,
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パ
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訴
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p
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訴
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p
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､
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ア
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控
訴
院
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o
cu
m
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.
tl,
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p
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s.
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及
び
ト
ゥ
-
ル
ー
ズ
控
訴
院

(D
o
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m
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Zt,
p
p
.369
et
s.).

(
1
)

カ
ー

ン
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学
部
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学
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だ
し
少
数
意
見
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(116
)

D
o
cu
m
ents.t.
ll,
p
.3
3
0
.

(117
)

後
述

の
よ
う
に
､
本
稿
は
､
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
の
根
拠
の
一
つ
を
抵
当
権
代
位
の
有
用
性
に
求
め
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
非
公
示
型
法
定
抵

当
権
を
肯
定
的
に
解
す
る
機
関
の
す
べ
て
が
､
抵
当
権
代
位
に
好
意
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
い
｡
実
際
､
こ
の
二
つ
の
控
訴
院
は
抵
当
権
代
位
に
否
定
的

で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
､
こ
れ
ら
の
機
関
は
'
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
の
根
拠
を
専
ら
妻
の
利
益
保
護
に
求
め
る
わ
け
で
あ
る
｡
ポ
ー
控
訴
院
日
も

妻

が
夫
の
た
め
に
法
定
抵
当
権
を
放
棄
す
る
場
合
と

｢同
じ
保
証
が
､
妻
が
第
三
者
の
た
め
に
抵
当
権
の
利
益
を
放
棄
す
る
行
為
に
つ
い
て
も
､
必
要
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
な
ぜ
な
ら
､
こ
の
行
為
は
､
[妻
を
]
破
滅
さ
せ
､
子
の
将
来
を
失
わ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｣

(D
ocu
m

ents,t.
tI,
p
.3
3
0
.)
0

(118
)

た
だ
し
､
後
述
の
よ
う
に
'
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
を
承
認
す
る
機
関
の
う
ち
､
オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院

(D
ocu
m
ents.t
.
tt,
p
p
13
)5
･
3
)6
,)
と
ポ

ワ
テ
ィ
エ
法
学
部

(D
o
cum
ents,t.
Zl〉
p
A
58
.)
が
､
抵
当
権
代
位
契
約
に
公
署
性
を
求
め
て
い
る
.
し
か
し
､
こ

れ
も
抵
当
権
代
位
を
制
限
す
る
趣

旨
で
は
な
い
｡
オ
ル
レ
ア

ン
控
訴
院
日
-
､

｢こ
の

[抵
当
権
の
]
譲
渡
は
真
の
抵
当
権
設
定
で
あ
る
の
で
'
そ
れ
を
共
通
法
に
含
ま
せ
る
こ
と
が
合
理

的
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
そ
れ
を
二
一
二
七
条

〔抵
当
権
設
定
契
約
に
公
署
性
を
要
求
す
る
条
-
引
用
者
註
〕
が
規
定
す
る
手
続
に
従
わ
せ
る
べ
き
で
あ

る
｣
｡
抵
当
権
代
位
は
近
世
に
お
け
る

｢抵
当
権
の
抵
当
権
｣
の
近
代
的
発
展
形
態
に
他
な
ら
な
い
｡
だ
か
ら
､
抵
当
権
代
位
に
公
署
性
を
求
め
る
の
は

当
然
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
｡

(S
)

D
ocu
m
en
ts
,
t.
fZ,
p
p
A
43･4
5
).

(1-0
)
D
o
cum
ents,t.
tI,
p
pA
4
5
･4
46
.
同
様
の
指
摘
と
し
て
バ
ス
テ
ィ
ア
控
訴
院

(D
o
cum
ents,t.
tt,
p12
0
2

1)
及
び
リ
オ
ム
控
訴
院

(D
ocu
･

m
en
ts,t.
tt,
pp.35?
354.)
の
意
見
書
参
照
｡

(1-1
)

も
っ
と
も

､
す
で
に
一
八
〇
四
年
法
制
定
時
に
お
い
て
'
法
定
抵
当
権
の
公
示
を
主
張
す
る
論
者
は
､
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
が
妻
を
全
-
保
護
し

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
.
レ
ア
ル

(R
eal
)
の
指
摘
に
つ
き
香
山

｢基
本
的
性
格

佃｣
一
四
〇
貢
'
ト
レ
ヤ
ー
ル

(T
re
i)h
a
rd
)
の
指
摘
に
つ
き

香
山

｢基
本
的
性
格

㈲｣
1
七
二
寅
参
照
｡

(1-2
)

そ
こ
で
パ
リ
法
学
部
は
､
裁
判
所
の
許
可
を
条
件
と
し
て
の
み
､
妻
の
債
務
負
担
､
法
定
抵
当
権
放
棄
又
は
代
位
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
提
言
す
る

(D
ocu
m
ents,t.
Zt,
p
p
A
50･
4
5
L
L)
.

(E3
)

ま
た

､
パ
リ
法
学
部
は
､
取
得
者
が
抵
当
権
代
位
を
得
な
か
っ
た
場
合
で
さ
え
実
際
に
は
妻
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
取
得

者
は
､
不
動
産
取
得
後
､
源
除
手
続
に
よ
り
法
定
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
､
妻
が
取
得
者
に
よ
る
源
除
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
､
取
得
者

に
よ
る
准
除
申
立
後
に
法
定
抵
当
権
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(二
一
九
四
条
)
｡
し
か
し
､
｢妻
が
法
定
期
間
内
に
登
記
す
る
こ
と
は
'
ほ
と
ん
ど

な
い
｣
(D
o
cu
m
ents,t.
ZI,
p
A
46.)｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
点
に
お
い
て
も
､
現
行
法
は
妻
を
保
護
し
て
い
な
い
.

(72-3-96)554
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3

倍
用
手
段
と
し
て
の
法
定
抵
当
権

用

こ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
抵
当
権
代
位
を
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
か
ら
生
じ
る
不
都
合
を
回
避
す
る
た
め
の
手
法
'
つ
ま
り

｢弥
縫

(1-4
)

策
｣
(e
x

p
e
d
ie
n
ts)
と
位
置
づ
け
て
き
た
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
の
理
解
は
､
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
を
制
度
的
欠
陥
と
捉
え
る
こ
と
を
当

然
の
前
提
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
前
款
で
確
認
し
た
よ
う
に
､

1
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
､
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
は
否
定
的
に
解

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
抵
当
権
代
位
も
当
然
に
こ
れ
と
は
異
な
る
位
置
づ
け
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
で
は
､

非
公
示
型
法
定
抵
当
権
に
肯
定
的
な
抵
当
観
に
お
い
て
は
う
抵
当
権
代
位
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の

点
に
つ
き
､
例
え
ば
､
メ
リ
こ
ャ
ッ
ク

(M
e
rig
n
ha
c
)

が

一
九

〇
二
年
に
出
版
し
た
､
抵
当
権
代
位
研
究
の
集
大
成
と
も
評
価
す
る
こ
と

(1-5
)

の
で
き
る
著
書
に
は
'
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

｢時
と
し
て
､
新
た
な
必
要
性
の
下
で
､
あ
る
制
度
が
､
当
初
の
目
的
か
ら
離
れ
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
｡
-
法
定
抵
当
権
に
よ
り
'
夫
の
陰
謀
か
ら
妻

を
保
護
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
｡
も
っ
と
も
､
す
ぐ
に
'
こ
の
保
証
が
不
愉
快
な
障
害
物
で
し
か
な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､

●
●
●
■
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

そ
の
時
､
新
し
-
､
し
か
も
多
産
な
理
念
が
現
れ
た
｡
す
な
わ
ち
､
こ
れ
ま
で
法
定
抵
当
権
は
無
数
の
障
害
物
で
し
か
な
か
っ
た
が
､
今
後
は
'
信
用
の
道

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

具

(in
st
rum
ent
de
credit)
に
変
化
し
､
家
族
の
利
益
の
発
展
を
容
易
に
す
る
わ
け
で
あ
る

〔傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
〕o
｣

つ
ま
り
､
こ
こ
で
は
抵
当
権
代
位
は
法
定
抵
当
権
を

｢信
用
の
道
具
｣
に
変
え
る
手
段
と
理
解
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'

1
九
三

〇
年
に
出

B慨
E

版
さ
れ
た
プ
ラ
こ
オ
ル
=
リ
ペ
ー
ル

(P
tan
io
t
e
t
R
ip
ert)

の
著
書
に
も
'
同
様
の
l
節
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡

で
は
'
こ
の
1

節
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡

夫
の
抵
当
権
者
が
妻
の
追
行
を
免
れ
る
た
め
だ
け
の
目
的
で
抵
当
権
代
位
を
利
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
こ
の
抵
当
権
者
は
抵
当
権
設
定
に

555(72-3-97)



論 説

あ
た
っ
て
妻
に
法
定
抵
当
権
を
単
純
に
放
棄

(r
en
onciation

abdic
a
tiv
e
)
さ
せ
れ
ば
よ
い
｡
し
か
し
'
そ
の
不
動
産
上
に

(法
定
抵
当

権
に
劣
後
す
る
が
自
分
よ
り
も
優
先
的
な
順
位
を
有
す
る
)
他
の
抵
当
権
者
が
存
在
す
る
場
合
に
は
､
妻
か
ら
単
純
放
棄
を
得
る
よ
り
も
､

妻
か
ら
法
定
抵
当
権
の
譲
渡

(c
es
sio
n
o
u
ren
o
nciation
tra
n
sta
tive)
を
得
る
方
が
､
よ
り
得
策
で
あ
る
o
し
た
が
っ
て
'
夫
の
抵

(1-7
)

当
権
者
は
､
妻
と
の
合
意

(抵
当
権
代
位
契
約
)
に
よ
り
'
法
定
抵
当
権
の
優
先
順
位
を
譲
り
受
け
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う

な
合
意
の
有
効
性

(
つ
ま
り
先
順
位
抵
当
権
者
を
凌
駕
す
る
こ
と
が
で
き
る
合
意
の
有
効
性
)
が

一
度
認
め
ら
れ
る
と
､
法
定
抵
当
権
は
夫

に
と
っ
て
信
用
獲
得
手
段
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
夫
は
妻
に
法
定
抵
当
権
を
譲
渡
さ
せ
そ
れ
を
担
保
に
金
員
を
借
り

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
､
法
定
抵
当
権
は
夫
婦
に
と
っ
て
の
所
有
者
抵
当
の
よ
う
な
機

能
を
営
む
よ
う
に
な
る
｡

ま
た
､
こ
の
方
法
は
､
債
権
者
だ
け
で
な
く

夫
の
固
有
財
産
又
は
後
得
財
産
の
取
得
者
に
も
メ
リ
ッ
ト
を
与
え
る
｡
確
か
に
､
取
得
者

は
'
(抵
当
権
者
と
は
異
な
り
)
妻
か
ら
法
定
抵
当
権
の
単
純
放
棄
を
得
ら
れ
れ
ば
十
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
に
よ
り
准

除
に
要
す
る
手
間
と
費
用
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
実
際
に
は
､
取
得
者
も
法
定
抵
当
権
を
譲
り
受
け
た
方
が
良
い

場
合
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'
譲
り
受
け
よ
う
と
し
た
不
動
産
が
､
す
で
に
法
定
抵
当
権
以
外
の
抵
当
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に

他
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
､
仮
に
こ
の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
'
取
得
者
が
不
動
産
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
､
取
得
者
は
､

(1-8
)

妻
か
ら
譲
り
受
け
た
法
定
抵
当
権
を
用
い
て
､
少
な
-
と
も
夫
に
払
い
渡
し
た
売
買
代
金
を
優
先
的
に
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

｡

こ
の
よ
う
に
､
抵
当
権
代
位
理
論
の
展
開
に
よ
り
､
理
論
的
に
は
不
動
産
取
引
の
障
害
物
と
考
え
ら
れ
る
法
定
抵
当
権
は
､
夫
と
第
三
者

の
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
意
義

(夫
に
と
っ
て
の
重
要
な
信
用
獲
得
手
段
､
第
三
者
に
と
っ
て
の
重
要
な
保
証
)
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
｡

つ
ま
り
､
法
定
抵
当
権
は
､
不
動
産
取
引
の
障
害
物
で
は
な
-
､
不
動
産
取
引
の
保
証
と
し
て
機
能
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
こ

の
よ
う
な
法
定
抵
当
権
の
機
能
を

｢法
定
抵
当
権
の
信
用
手
段
機
能
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
｡

回

法
定
抵
当
権
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
認
識
が
'

一
九
世
紀
中
葉
の
抵
当
権
代
位
の
立
法
化

(後
述
)
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な

(72-3-98)556
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コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
、
「
信
用
手
段
と
し
て
の
法
定
抵
当
権
」
と
い
う
観
念
は
一
般
的
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
に
お
い
て
は
、
抵
当
権
代
位
を
初
め
て
体
系
的
に
論
じ
た
一
八
五
三
年
の
ベ
ル
ト
の
著
作
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

念
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
法
律
が
妻
に
与
え
た
保
証
は
、
実
務
家
の
努
力
と
取
引
安
全
の
絶
対
的
要
請
の
下
で
、
し
ば
し
ば
そ
れ
が
害
す
る
と
思
わ
れ
た
利
益
を
保
護
す
る
方
法

と
な
っ
た
。
法
定
抵
当
権
は
、
合
意
の
結
果
に
よ
り
、
法
定
抵
当
権
が
当
然
に
妨
害
す
べ
き
取
引
を
助
成
し
、
か
つ
そ
れ
を
容
易
な
も
の
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
…
こ
の
契
約
に
よ
る
放
棄
は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
怠
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
配
慮
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
証
人
と
伝
統

と
実
務
の
習
慣
に
深
く
根
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
〔
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
〕
。
」

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

ぼ
エ
ク
ス
控
訴
院
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

抵
当
権
代
位
は
大
き
な
欠
陥
を
有
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
例
え

　
「
判
例
は
、
譲
渡
に
よ
り
妻
の
権
利
に
代
位
し
た
者
が
、
登
記
な
し
で
妻
と
同
じ
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
物
の
状
態
は

混
乱
の
源
で
あ
り
、
そ
の
治
癒
が
望
ま
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
妻
が
法
定
抵
当
権
を
譲
渡
し
た
後
に
、
再
び
そ
れ
を
譲
渡
す
る
よ
う
な
こ
と
が
頻
繁
に
見
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
」

　
十
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
の
譲
受
人
（
代
位
者
）
は
未
登
記
の
ま
ま
で
法
定
抵
当
権
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

漏
煽
び
ま
た
・
同
一
法
定
抵
当
権
に
複
数
の
者
が
代
位
し
た
場
合
に
は
、
順
位
配
当
は
按
分
比
例
で
は
な
く
代
位
名
義
日
に
従
う
。
そ
の
た

め
、
代
位
者
は
、
後
日
、
先
行
代
位
者
の
突
然
の
出
現
に
よ
り
法
定
抵
当
権
の
順
位
配
当
の
す
べ
て
を
奪
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
実
際
、

557　（72－3－99）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

説
　
抵
当
権
代
位
の
合
意
を
繰
り
返
す
詐
欺
的
取
引
が
、
こ
の
当
時
横
行
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
立
法
的
に
解
決

論
　
す
る
こ
と
が
、
最
重
要
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ト
ロ
ロ
ン
は
、
所
有
権
謄
記
及
び
法
定
抵
当
権
公
示
の
是
非
の
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
燭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
抵
当
法
改
革
の
中
心
論
点
と
し
つ
つ
も
、
抵
当
権
代
位
公
示
の
問
題
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。

（72－3－100）　558

　
「
副
次
的
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
抵
当
制
度
に
導
入
す
べ
き
他
の
改
革
と
し
て
、
非
常
に
容
易
に
意
見
の
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
第
一
順
位
に
、

法
定
抵
当
権
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
抵
当
権
譲
渡
の
登
記
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
そ
の
必
要
性
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
極
め
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て

い
る
…
。
」

　
法
定
抵
当
権
の
登
記
免
除
は
妻
に
（
妻
だ
け
に
）
与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
り
、
こ
の
特
権
は
、
こ
の
抵
当
権
に
代
位
し
た
第
三
者
に
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
コ
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
代
位
者
は
、
こ
の
法
定
抵
当
権
を
登
記
し
、
か
つ
代
位
を
登
記
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
抵
当
権
代

位
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
見
解
は
、
代
位
の
登
記
を
他
の
代
位
者
に
対
す
る

対
抗
要
件
と
す
る
が
、
代
位
者
に
よ
る
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
他
の
抵
当
権
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
主
張
す
る
も
の

で
は
な
い
）
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
、
ト
ロ
ロ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
当
時
の
一
般
的
見
解
で
あ
っ
た
。
実
際
、
一
八
四
一
年
ア
ン

ケ
ー
ト
で
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
を
支
持
し
た
二
一
の
裁
判
所
と
（
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
法
学
部
と
ポ
ワ
テ
ィ
エ
法
学
部
を
含
む
）
六
つ
の
法
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

部
の
意
見
書
中
、
一
一
の
裁
判
所
と
三
つ
の
法
学
部
が
、
代
位
者
に
よ
る
抵
当
権
代
位
の
公
示
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
機
関
も
、

こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
て
い
な
い
に
過
ぎ
ず
、
抵
当
権
代
位
の
公
示
に
積
極
的
に
反
対
の
意
見
を
表
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜘
×
M
）

（
抵
当
権
代
位
の
公
示
に
反
対
す
る
機
関
は
一
つ
も
な
い
）
。
例
え
ば
、
ナ
ン
シ
ー
控
訴
院
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
わ
れ
わ
れ
が
治
癒
の
必
要
を
提
案
す
る
、
他
の
非
常
に
大
き
な
不
都
合
は
、
法
定
抵
当
権
譲
渡
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
立
法
と
判
例
の



現
状
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
悲
し
む
べ
き
失
望
（
ユ
O
o
Φ
o
焦
。
霧
氏
9
0
転
び
一
Φ
ω
）
で
し
か
な
い
。
妻
に
代
位
し
た
債
権
者
は
、
譲
渡
日
で
順
位
配
当
に
達
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
債
権
者
は
、
譲
渡
を
登
記
す
る
、
言
い
換
え
る
と
譲
渡
に
公
示
を
与
え
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
知
ら

な
い
う
ち
に
使
い
果
た
さ
れ
た
法
定
抵
当
権
へ
の
参
加
と
い
う
、
妻
が
他
の
貸
手
に
提
供
し
続
け
る
魅
力
で
、
妻
に
偽
り
の
信
用
を
作
り
出
す
方
法
を
与
え

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
…
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
を
予
防
す
る
方
法
は
、
法
定
抵
当
権
を
譲
り
受
け
た
債
権
者
が
登
記
を
行
い
、
か
つ
登
記
日
に
順
位
を
取

得
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
こ
の
こ
と
は
、
貸
手
の
信
用
を
増
大
さ
せ
、
か
つ
土
地
信
用
の
更
な
る
発
展
を
助
成
さ
せ
る

た
め
に
、
認
識
し
て
お
く
べ
き
数
多
く
の
重
要
な
証
書
に
、
光
を
照
ら
す
こ
と
に
な
る
〔
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
〕
。
」
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こ
の
よ
う
に
、
一
八
四
一
年
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
お
い
て
は
、
多
く
の
機
関
が
、
抵
当
権
代
位
の
合
理
化
（
公
示
法
理
へ
の
従
属
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ

唱
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
定
抵
当
権
が
、
す
で
に
重
要
な
信
用
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
が
抵
当
権
代
位
を
介
し
て
信
用
手
段
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
一

九
世
紀
の
支
配
的
見
解
は
、
法
定
抵
当
権
の
公
示
で
は
な
く
、
抵
当
権
代
位
の
公
示
を
熱
望
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
定
抵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
権
を
信
用
の
道
具
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
定
抵
当
権
自
体
は
非
公
示
的
か
つ
包
括
的
性
質
を
有
し
続
け
る
方
が
、
代
位
者

●
　
・
　
。
　
・
　
●
　
…
　
●
（
哩

に
と
っ
て
は
都
合
が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
定
抵
当
権
が
特
権
的
な
性
質
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
、
第
三
者
は
そ
れ
を
譲
り
受
け
る
こ
と
に
多

く
の
利
益
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）

　
実
際
、
一
九
世
紀
の
抵
当
立
法
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
改
革
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
八
五
五
年
法
は
、
妻
に
未
登
記
法
定
抵

当
権
の
特
権
を
認
め
つ
つ
、
抵
当
権
代
位
を
公
示
法
理
に
従
わ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
九
条
　
妻
が
法
定
抵
当
権
の
譲
渡
又
は
放
棄
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
譲
渡
又
は
放
棄
は
、
公
正
証
書
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
譲
受
人
は
、
抵
当
権
登
記
又
は
先
行
登
記
余
白
へ
の
代
位
の
記
載
に
よ
る
限
り
で
、
そ
れ
を
第
三
者
に
対
し
て
取
得
す
る
。

559　（72－3－101）



論説

登
記
又
は
記
載
の
日
付
は
、
譲
渡
又
は
放
棄
を
得
た
者
が
妻
の
抵
当
権
を
行
使
す
る
順
位
を
決
定
す
る
。
」

　
の
そ
の
一
方
で
、
法
定
抵
当
権
の
公
示
を
求
め
る
見
解
は
、
法
定
抵
当
権
が
こ
の
よ
う
な
機
能
を
担
う
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
。
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
響

え
ぼ
、
パ
リ
法
学
部
の
意
見
書
を
実
際
に
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
、
抵
当
権
代
位
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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「
［
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
］
制
度
が
引
き
起
こ
す
不
都
合
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
度
々
言
及
し
て
き
た
。
確
か
に
、
そ
の
制
度
を
擁
護
す
る
た
め
に
、

夫
と
取
引
す
る
者
は
関
係
す
る
行
為
に
妻
の
介
入
（
一
】
P
什
Φ
『
＜
Φ
】
P
叶
一
〇
】
ρ
）
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
妻
の
抵
当
権
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
引
き

合
い
に
出
さ
れ
た
。
［
ま
た
、
］
後
得
財
産
の
買
主
や
第
三
取
得
者
は
法
定
瀞
除
の
救
済
を
有
す
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
弥
縫
策
は
、

少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
に
よ
れ
ば
、
悪
し
き
事
柄
を
収
拾
す
る
た
め
に
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
ず
最
初
に
、
そ
の
方
法
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
第
三
者
が
い
る
。
そ
れ
は
後
議
財
産
に
法
定
抵
当
権
又
は
裁
判
上
の
抵
当
権
を
取
得
し
た
第
三
者
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
合
意
に
よ
る
抵
当
権
を
得

る
者
は
妻
の
介
入
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
通
常
、
合
意
に
よ
る
抵
当
権
者
は
そ
れ
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
何
が
生
じ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
妻
が
全
て
の
法
定
抵
当
権
を
失
う
こ
と
は
、
妻
の
状
態
が
悪
く
な
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
［
さ
ら
に
、
］
妻
は
法
定
抵
当
権
を
失
う
だ

け
で
な
く
、
妻
は
個
人
的
に
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
日
の
共
通
財
産
の
放
棄
は
、
妻
を
債
務
負
担
か
ら
解
放
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
四
九
四

条
参
照
）
〔
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
〕
。
」

　
抵
当
権
代
位
の
方
法
は
、
全
て
の
抵
当
権
者
が
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
信
用
取
引
に
と
っ
て
有
効
な
手
段

と
な
る
わ
け
で
な
く
、
又
そ
れ
に
よ
り
妻
の
利
益
が
害
さ
れ
る
（
こ
の
点
は
先
に
引
用
し
た
パ
リ
法
学
部
意
見
書
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
）
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
が
信
用
手
段
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
の
言
説
は
、
抵
当
権
の
公
示
を
当
然
視
す
る
現
在
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
極
め
て
正
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
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の
見
解
は
､

一
九
世
紀
に
お
い
て
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
が
信
用
取
引
又
は
不
動
産
取
引
を

助
成
す
る
と
い
う
観
念
が

一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

●
●

目

こ
の
よ
う
に
､
数
多
-
の
機
関
は
､
単
に
妻
の
利
益
保
護
の
み
を
念
頭
に
法
定
抵
当
権
の
公
示
に
反
対
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

と
同
時
に
､
法
定
抵
当
権
が
抵
当
権
代
位
を
介
し
て
現
実
に
有
用
な
信
用
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
､
法
定
抵
当
権
の
公

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

示
に
否
定
的
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

当
時
の
支
配
的
見
解
は
､
妻
と
第
三
者

(抵
当
権
者
又
は
取
得
者
)
の

(両
立
し
難
い
と
思
わ
れ
る
)
二
つ
利
益
を
両
立
さ
せ
る
方
法
を

模
索
し
翫
t
し
か
し
､

嘉

で
､
革
命
期
の
短
期
間
の
経
験
は
､
(近
代
抵
当
権
の

一
つ
の
理
念
型
で
あ
る
)
共
和
暦
七
年
ブ
リ
ユ
メ
ー
ル

二

日
法
の
シ
ス
テ
ム
が
第
三
者
の
利
益
だ
け
を
保
護
し
妻
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
他
方
で
､

一
八
〇
四
年
法
の
シ
ス

テ
ム
は
'
極
め
て
巧
妙
な
方
法

(抵
当
権
代
位
)
で
､
両
者
の
利
益
を
バ
ラ
ン
ス
艮
-
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
､

多
-
の
裁
判
所
及
び
法
学
部
は
､
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
に
賛
意
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

｢近
代
抵
当
｣
論
の
一
般
命
題
に
よ
れ
ば
､
抵
当
制
度
は
非
公
示
型
か
ら
公
示
型

へ
と
発
展
し
て
い
-
｡
確
か
に
､
フ
ラ
ン
ス
抵
当
法
改

革
史
を
巨
視
的
に
眺
め
る
の
で
あ
れ
ば
､
こ
の
命
題
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
妥
当
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
､

一
九
五
五
年

一
月
四
日
デ
ク
レ

(以
下
､

●
●
●
●
●

単
に

｢
一
九
五
五
年
法
｣
と
呼
ぶ
)

は
非
公
示
型
の
法
定
抵
当
権
を
廃
止
す
る

(
つ
ま
り
以
降
､
法
定
抵
当
権
は

｢公
示
の
原
則
｣
に
従

う
)
か
ら
で
あ
璽

し
か
し
､

完

世
紀
の
立
法
だ
け
を
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
フ
ラ
ン
ス
抵
当
制
度
は
､
こ
の
よ
う
な
発
展
性
を
有
す

る
も
の
で
は
な
い
｡
実
際
に
は
､
前
述
の
よ
う
に
､
フ
ラ
ン
ス
法
は
抵
当
権
代
位
を
合
理
化
す
る
方
法
で
抵
当
制
度
の
整
備
を
進
め
て
い
-

か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
改
革
の
道
程
は

一
九
世
紀
の
支
配
的
な
抵
当
観
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
は

一
八
四

一
年
ア
ン

ケ

ー
ト
の
結
果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

(
1-
)

V

a
lette〉
hh
othetques,p
.2601

561(72-3-103)



論 説

(
1
)

M
er
i
g

n
h
a
c
〉
n
.
)
.

(S
)

｢
こ
れ

ら
の
合
意

〔抵
当
権
代
位
の
合
意
-
引
用
考
証
〕
は
法
定
抵
当
権
の
本
来
的
効
果
を
徹
底
的
に
修
正
し
た
.
-
法
定
抵
当
権
は
､
夫
の
取
引

を
害
す
る
ど
こ
ろ
か
､
夫
に
と
っ
て
類
い
希
な
信
用
の
源
で
あ
る
｣
(P
la
n
io
)
et
Ripert,t.
X
tZZ,
n
.
)3
6
7
.)o

(1
)

cf.
P
la
n
io
l
et
R
ip
ert,t.
X
Zll〉
n
o
t3
73
.

(1
)

cf.
P
lan
io
t
et
R
ipert,t.
X
ZtI.
n
.

)372
.

(1
)

B
ertau
ld,sub
y10
gation,
p
L

(1-0
)

一
八
四
一
年

ア
ン

ケ
ー
ト
に
お
い
て
も
､
少
数
で
は
あ
る
が
'
こ
の
よ
う
な
観
念
を
明
確
に
表
明
す
る
機
関
が
あ
る
｡
例
え
ば
､
リ
モ
ー
ジ
ュ
控
訴

院
日
-
､
｢絶
対
的
公
示
の
支
持
者
が
恐
れ
た
よ
う
に
'
[現
行
制
度
の
下
で
]
資
本
が
不
動
産
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
反
対
に
､
不
動
産
は
高

い
資
本
価
値
を
取
得
し
､
貸
付
は
そ
れ
を
超
え
て
な
さ
れ
た
｣

(D
ocu
m
ents,t.
IZ.
p
.259.)｡
こ
の
一
節
は
､
直
接
に
は
抵
当
権
代
位
に
言
及
し
な
い

が
'
抵
当
権
代
位
が
信
用
貸
付
に
お
い
て
一
般
化
し
て
い
た
事
実

に
鑑
み

れ
ば
､
こ
の

1節
が
抵
当
権
代
位
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
｡

(72-3-104)562

133132131

D
ocum
ents.t.
It,
p
p
.)6T
t62.

C
iv.24
jan
v
.
)
838
,
S
.38
.i
.

97
.

な

お
､

こ

の
当
時

､
抵
当
権
代

位
は
私
署
証
書
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
れ
が
不
正
な
代
位
契
約
が
結
ば
れ
る
原
因
で
も
あ
っ
た
｡

そ
こ
で
､

1
八
四

一
年
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
は
'
バ
ス
テ
ィ
ア
控
訴
院

(D
o
cu
m
ents,t.
(Ⅰ)
p.2
0

7
.)'
デ
ィ
ジ
ョ
ン
控
訴
院

(D
ocum
ents,t.
(ⅠV

p
.2
)3
.)､
オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院

(D
ocu
m

ents,t.
Zl,
pp1315
･3
)6
.)
及
び
ポ
ワ
テ

ィ
エ
法
学
部

(

D
ocu
m

ents,t.
It.
p
A
5
8
.)
が

､
抵
当
権
代
位
契

約
に
公
署
性
を
求
め
て
い
る
｡

(1
)

c
f.
P
la
n
io
t
e
t
R
ip
ert,
t.
X
tZt,
n
o
L3
8
9
.

(1-
)

T
r
opto
ng
.

hh
o
th
etques.t.
(,
p
.x
lix
et
p
.tx
.

(1-6
)

T
ro
p
to
n
g
,h
h

o
th
etques.t
.
I,

p.)x
v
ij.

(1-7
)

ア
ジ
ャ
ン
控
訴
院

(Do
cum
e
n

ts
,t.
It.
p
.)44
.)
へ
エ
ク
ス
控
訴
院

(D
ocu
m
ents.t.
(Ⅰ,
p
p
.)6T
t62.)､
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院

(D
ocu
m
ents,t.

I:V
p
.)6
8
1)'
プ
サ
ン
ソ
ン
控
訴
院

(Do
c
um
en
ts,
t.
tZ,
p
.2
t
t
.)
'
グ
ル

ノ
ー
ブ
ル
控
訴
院

(D
ocu
m
ents,
t.
II,
p
.2
5
)
.)
､
ナ
ン
シ
ー
控
訴
院

(D
ocu
m
en
ts,t.Zl}p
p
.3
00
･3
0
)
.)
'
オ

ル
レ
ア
ン
控
訴
院

(D
o
cu
m
ents.t.tt.p
13
)6
.)'
パ
リ
控

訴
院

(Do
cum
ents,t.ZlVp
p
.32
T
3
2
2
.)'
ポ
ー

控

訴
院

(D
ocu
m

ents,t.
Zl,
p
.3
3
0.)'
ポ
ワ
テ
ィ
エ
控
訴
院

(Docu
m
ents,t.
tt.
p
p
.3
44
･348
.)
及
び
レ
ン
ヌ
控
訴
院

(Do
cu
m
ents,t.
rI,
p
p
.

34
9

･35
0
.
)

｡

(1-
)

デ
ィ

ジ
ョ
ン
法
学
部

(D
o
cu
m
ents.t.
II,
p
p
A
O5
･4
0
8
.)'
ポ
ワ
テ
ィ
エ
法
学
部

(D
ocu
m
ents,t.ZI,
p
A
5
8
1)
及
び
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
法
学
部



フランス民法典における夫婦財産集中管理の帰趨 (香山)

(D
ocu
m

ents,t.
ZlV
p
p
A
7
T
4
7
3
.).

(1-9
)

な
お

､
公
示
型
法
定
抵
当
権
の
導
入
に
よ
り
抵
当
権
代
位
の
メ
リ
ッ
ト
は
激
減
す
る
の
で
'
抵
当
権
代
位
の
公
示
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
-
な
る
｡

し
か
し
､
理
論
的
に
は
､
公
示
型
法
定
抵
当
権

へ
の
代
位
も
可
能
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
､
そ
の
公
示
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
公
示
型
法
定
抵
当
権

を
支
持
す
る
機
関
中
､
抵
当
権
代
位
の
公
示
を
要
求
す
る
の
は
デ
ィ
ジ
ョ
ン
控
訴
院
で
あ
る

(D
ocu
m
en
ts,t.
Il}
p.2
3).)0

(1-0
)

D
o
cu
m

ents,t.It,
p
p
.3
0
0
･3
0
).

(1-1
)

こ
の
よ

う
な
意
見
に
基
づ
き
'
実
際
に
､
条
文
案
を
提
出
す
る
機
関
も
あ
る
｡
例
え
ば
､
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
控
訴
院
は
､
次
の
よ
う
な
案
を
提
出
し
て

い
る

(D
o
cum
ents,t.
ti)
p
.254.).
日

-
､
｢共
通
制
の
妻
又
は
嫁
資
外
財
産
を
有
す
る
妻
が
'
抵
当
権
代
位
又
は
抵
当
権
譲
渡
を
も
た
ら
す
債
務
を

負
担
し
た
と

き
は
'
こ
の
行
為
は

､
妻
の
複
数
の
承
継
人
の
間
に
お
い
て
は
､
こ
れ
ら
の
者
が
夫
の
財
産
に
行
っ
た
登
記
の
日
か
ら
に
限
り
､
そ
の
効
果

を
有
す
る
｣｡
同
じ
-
､
デ
ィ
ジ
ョ
ン
法
学
部
の
意
見
書

(D
o
cum
ents.t.
(Ⅰ.
p
A
O8
.)
参
照
｡

(1-2
)

そ
の
証
拠
に
､
法
定
抵
当
権
に
公
示
を
義
務
づ
け
た

一
九
五
五
年
法
の
成
立
と
と
も
に
､
抵
当
権
代
位
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
-
な
る

(cf.

T
h

ery
,
n
.
2
1

7.)0

(1-3

)

抵
当
権
代
位
を
初
め
て
立
法
的
に
承
認
す
る
の
は
､
フ
ラ
ン
ス
･
ク
レ
デ
ィ
･
フ
ォ
ン
シ
エ

(C
red
itfoncierd
e
F
ra
n
ce)
に
つ
い
て
の
一
八
五

二
年
二
月
二
八
日
デ
ク
レ
八
条
及
び
二
〇
条
で
あ
る

(ク
レ
デ
ィ
･
フ
ォ
ン
シ
エ
に
お
け
る
抵
当
権
代
位
に

つ
き

､
詳
し
-

は
M
er
i
g

nhac}
n
.S
2
3
2

-
2
3

8.)〇
二
〇
条
目
-
､
｢妻
が
貸
付
契
約
に
居
合
わ
せ
た
と
き
に
は
､
妻
は
､
貸
付
額
を
限
度
に
､
法
定
抵
当
権
代
位
に
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

た
だ
し
､
妻
が
嫁
資
制
で
婚
姻
し
た
場
合
に
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｣｡
そ
し
て
､

一
八
五
二
年
デ
ク
レ
を
修
正
す
る

一
八
五
三
年
六
月
二
八
日
法

(五

条
)
が
､
そ
れ
を
再
確
認
し
､
つ
い
に
は
一
九
世
紀
最
大
の
抵
当
権
改
革
立
法
で
あ
る
一
八
五
五
年
法
が
そ
れ
に
確
固
た
る
地
位
を
与
え
る
｡
さ
ら
に
､

一
八
五
五
年
法
九
条
に
関
す
る
解
釈
的
疑
義
に
終
止
符
を
打
つ
べ
-
､

一
八
八
九
年
二
月

二
二
日
法

(同
法
は

1
八
五
五
年
法
九
条
に
三
項
か
ら
八
項
を

付
け
加
え
る
)
が
成
立
す
る

二

八
八
九
年
法
に
つ
き
､
詳
し
-
は
､
W
ab
le
参
照
)｡

(1-4
)

こ
の
点
に
つ
き
今
村

｢抵
当
改
革
‖
｣
三
五
-
三
九
頁
参
照
｡

(
1-5
)

v
a
t
ette}hh
oth
etq
u
es
,
p
p
.26
0･
26).

(1-6
)

ア
ジ
ャ

ン控
訴
院

(D
ocu
m
e
nts,t.
)Ⅰ,
p
.)4).)
及
び
ア
ン
ジ
エ
控
訴
院

(D
o
cum
ents,t.
tZ,
p
.)8
).)
参
照
｡

(1-7
)

1
九
五
五
年
法
に
お
け
る
法

定
抵
当
権
改
革
に
つ
い
て
､
詳
細
は
､

N
erson,pp.)6Let
s
参
照
｡

563(72-3-105)
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4

二
つ
の
抵
当
観
と
夫
婦
財
産
管
理
の
所
在

　
ω
　
取
引
安
全
の
た
め
に
全
て
の
抵
当
権
を
公
示
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
抵
当
観
、
す
な
わ
ち
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
を
否
定
的
に
捉
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
抵
当
観
に
よ
れ
ぽ
、
抵
当
権
代
位
は
、
一
八
〇
四
年
法
の
制
度
的
欠
陥
を
補
う
弥
縫
策
で
し
か
な
く
、
又
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
抵
当
観
を
前
提
と
し
た
場
合
、
必
然
的
に
法
解
釈
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
は
制
限
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
以
外
の
不
動
産
は
一
八
〇
四
年
法
の
下
に
お
い
て
も
「
公
示
の
原
則
」
に
服
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
そ
の
目
的
物
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
抵
当
権
改
革
（
つ
ま
り
法
定
抵
当
権
の
公
示
）
を
行
う
こ
と
な
く
、
抵
当
権
の

「
公
示
の
原
則
」
が
妥
当
す
る
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
つ
ま
り
不
動
産
取
引
の
安
全
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
か
ら
で
あ

る
。　

妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合
に
後
得
財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
る
見
解
（
第
二
章
第
二
節
第
二
款
＠

参
照
）
は
、
こ
の
よ
う
な
抵
当
観
を
、
そ
の
理
論
的
前
提
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
妻
は
習
得
財
産
上
の

抵
当
権
者
又
は
そ
の
第
三
取
得
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
事
実
上
、
す
べ
て
の
濃
墨
財
産
が
妻
の
非
公
示
型

法
定
抵
当
権
か
ら
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
の
固
有
財
産
以
外
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
上
の
抵
当
権
は
、
基
本
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
て
公
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
結
論
は
、
後
学
財
産
の
管
理
を
夫
に
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
一
八
〇
四
年
法
の
大
原
則
（
夫
婦
財
産
集
中
管

理
）
に
も
適
合
す
る
。
実
際
、
法
定
抵
当
権
の
公
示
を
強
く
求
め
る
デ
ィ
ジ
ョ
ン
控
訴
院
は
、
こ
の
観
点
か
ら
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
に
批

　
　
　
　
ら
　

判
を
加
え
る
。

（72－3－106）　564

「
こ
の
立
法
は
他
の
不
愉
快
な
結
果
を
生
み
出
し
た
。
－
共
通
制
の
長
で
あ
る
夫
は
…
個
人
財
産
の
処
分
に
つ
き
、
一
種
の
無
能
力
と
さ
れ
、
夫
は
契
約



に
あ
た
っ
て
妻
の
合
意
を
得
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
、
そ
の
無
能
力
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
こ
れ
は
正
当
で
は
な
い
。
」

フランス民法典における夫婦財産集中管理の帰趨（香山）

　
も
っ
と
も
、
放
棄
妻
の
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
る
見
解
が
、
全
て
、
以
上
の
点
を
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
、
む
し
ろ
反
対
に
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
と
デ
ィ
ジ
ョ
ン
法
学
部
は
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
に
賛
意
を
示
し
つ
つ
放
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　

妻
の
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
法
定
抵
当
権
の

非
公
示
性
に
肯
定
的
な
見
解
が
、
法
定
抵
当
権
が
最
も
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
局
面
（
つ
ま
り
妻
の
放
棄
時
）
に
お
い
て
、

取
引
安
全
を
口
実
に
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
、
こ
の
見
解
は
、
基
本
的
に
、
そ
の
前
提
に

お
い
て
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
自
体
に
否
定
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
、
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
、
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
と
、
そ
れ
が
必
然
化
す
る
抵
当
権
代
位
に
否
定
的
な
観
点
か
ら
、
法
定
抵
当
権
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

的
物
の
範
囲
の
制
限
を
主
張
す
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
（
本
章
第
三
節
の
参
照
）
、
彼
に
よ
れ
ば
抵
当
権
代
位
は
法
定
抵
当
権
の
非
公
示

性
か
ら
生
じ
る
問
題
の
全
て
を
収
拾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
後
得
財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
承
認
は
一
四
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　

条
に
反
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
へ
の
第
三
者
対
抗
力
承
認
は
「
第
三
者
の
安
全
を
破
壊
す
る
の
と
同
時
に
共
通
財
産
の
信
用
を
破
壊
す

　
ゆ

る
」
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
彼
は
、
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
夫
が
共
通
制
存
続
中
に
後
門
財
産
を
処
分
し
た
と
き

に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
承
認
す
べ
き
で
は
な
い
と
結
論
付
け
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
を
否
定
的
に
捉
え
る
抵
当
観
は
、
「
公
示
の
原
則
」
の
観
点
か
ら
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の

範
囲
を
制
限
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
夫
婦
間
不
動
産
の
事
実
上
の
共
同
管
理
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
を
拡
大
し
た
場
合
に
生
じ
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
抵
当
観
は
抵
当
権
代
位
が
必
然
化
す
る
夫
婦
間
不
動
産
の
共
同
管
理
に
対
し
て
も
否
定
的
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
る
。

　
＠
　
し
か
し
な
が
ら
、
一
八
四
一
年
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
支
配
的
見
解
が
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
に
肯
定
的
な

抵
当
観
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
原
因
は
、
一
八
〇
四
年
法
の
シ
ス
テ
ム
が
妻
の
利
益
を
保
護
す
る
の
と
同
時
に
抵
当

565　（72－3－107）



払両冊 説

諭
代
位
を
介
し
て
信
用
取
引
又
は
不
動
産
取
引
を
助
成
す
る
と
考
え
ら
れ
た
点
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
法
定
抵
当
権
は
、
そ
れ
自
体
、
一
種

の
信
用
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
機
関
が
、
法
定
抵
当
権
の
公
示
で
な
く
、
抵
当
権
代
位
の
公
示
を
要
求
し
た
こ

と
は
、
こ
の
こ
と
を
十
分
に
証
明
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
抵
当
観
は
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
夫
の
債
権
者
の
抵
当
権
又
は
抵
当
権
代
位
が
最
も
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
夫
が
債
務
超
過
の
状
態
に

陥
っ
た
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
は
、
ま
さ
に
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
す
る
と
き
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
妻
が
共
通
財

産
を
放
棄
し
た
と
き
に
、
後
言
財
産
上
の
第
三
者
の
存
在
を
理
由
に
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
が
否
定
さ
れ
る
と
、
こ
の
法
定
抵
当
権

を
譲
り
受
け
た
第
三
者
の
利
益
が
著
し
く
害
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
定
抵
当
権
は
信
用
手
段
と
し
て
全
く
…
機
能
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法

定
抵
当
権
が
信
用
手
段
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
損
得
財
産
に
対

す
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
説
及
び
判
例
が
一
四
二
一
条
の
原
則
へ
の
抵
触

を
黙
認
し
つ
つ
こ
の
結
論
を
承
認
し
た
（
第
二
章
第
二
節
第
二
款
の
ω
参
照
）
理
由
は
、
妻
だ
け
で
は
な
く
、
抵
当
権
代
位
者
の
利
益
を
も

考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
実
際
、
す
で
に
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
抵
当
権
代
位
は
、
不
動
産
信
用
取
引
の
根
幹
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ク
レ

デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
の
設
立
に
際
し
て
、
抵
当
権
代
位
を
立
法
的
に
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

夫
の
債
務
超
過
状
態
に
お
い
て
抵
当
権
代
位
を
否
定
す
る
余
地
の
あ
る
解
釈
は
、
抵
当
権
代
位
実
務
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
（
そ
の
こ
と
は
不
動
産
信
用
を
根
底
か
ら
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
）
。
学
説
及
び
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
放
棄
妻
の
法
定

抵
当
権
の
全
面
的
な
第
三
者
対
抗
力
を
承
認
す
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
認
め
た
と
し
て
も
、
（
一

九
世
紀
の
多
く
の
法
定
抵
当
権
公
示
論
者
が
懸
念
し
た
よ
う
に
）
第
三
者
が
不
動
産
取
引
か
ら
離
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

夫
と
の
取
引
を
望
む
第
三
者
は
、
む
し
ろ
実
際
に
は
法
定
抵
当
権
を
当
て
に
し
て
不
動
産
取
引
に
入
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
法
定
抵
当
権
を
信
用
手
段
の
一
つ
と
捉
え
る
抵
当
観
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
は
不
動
産
取
引
の
障
害
物
で
は
な
い
の

で
、
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
ら
の
よ
う
に
、
そ
の
目
的
物
を
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
当
時
の
支
配
的
見
解
は
、
信
用
取
引
及
び

不
動
産
取
引
安
全
の
観
点
か
ら
、
夫
婦
間
不
動
産
の
事
実
上
の
共
同
管
理
を
必
然
化
す
る
解
釈
を
選
択
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
㈲
　
も
っ
と
も
、
法
定
抵
当
権
を
安
全
な
信
用
手
段
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
は
、
放
棄
妻
だ
け
で
な
く
、
承
認
妻
の
た
め
に
も
、
後
得

財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ト
の
見
解
（
第
二
章
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

節
第
二
款
の
参
照
）
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
観
点
か
ら
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
支
配
的
見
解
は
、
承
認
妻
の

法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
る
（
第
二
章
第
三
節
第
二
款
＠
ω
参
照
）
。
確
か
に
、
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
す
る
の
は
、
共
通

財
産
の
積
極
財
産
が
消
極
財
産
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
ら
、
夫
の
抵
当
権
者
は
抵
当
権
代
位
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
十
分
に

債
権
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
承
認
妻
の
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
の
否
定
（
つ
ま
り
抵
当
権
代
位
の

否
定
）
が
実
際
に
第
三
者
に
与
え
る
影
響
は
、
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
当
時
の
支
配

的
見
解
は
共
通
制
の
準
則
に
最
も
適
合
的
な
理
論
に
従
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
通
財
産
が
債
務
超
過
の
状
態
に
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
妻
が
共
通
財
産
を
承
認
す
る
場
合
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
い
や
、
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
決
し
て
例
外
的
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
代
位
に
よ
り
法
定
抵
当
権
を
譲
り
受
け
る
方
法
が
、
実
際
に
は
与
信
手
段
と
し
て
極
め
て
不
安

定
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
九
世
紀
前
半
の
学
説
が
事
実
上
の
夫
婦
間
不
動
産
の
共
同
管
理
を
黙
認
し
た
理
由
を
、
抵
当
権
代
位
を
介
し

て
の
「
信
用
手
段
と
し
て
の
法
定
抵
当
権
」
の
確
立
だ
け
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
、
そ
れ
を
安
全
な
信
用
手
段
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
は
広
け
れ
ば
広
い
ほ
ど
良
い
。
ま
た
、
そ
の
目
的
物
の
範
囲
を
共
通
制
解
消
時
に
お
け
る
妻
の
態

度
決
定
に
従
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
支
配
的
見
解
は
、
代
位
権
者
保
護
の
観
点
か
ら
放
棄
妻
の
法
定
抵
当
権
の
全
面
的

な
第
三
者
対
抗
力
を
承
認
す
る
が
、
承
認
妻
の
そ
れ
を
制
限
す
る
。
こ
の
一
貫
性
の
欠
如
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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論 説

本
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
､
夫
婦
間
不
動
産
の
事
実
上
の
共
同
管
理
は
､
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
夫
婦
財
産
管
理
の
方
法
で
あ
っ
た
｡

し
た
が

っ
て
､

ま
さ
に
'
こ
の
結
果

(
つ
ま
り
共
同
管
理
)
を
導
き
出
す
た
め
だ
け
に
､
学
説
は
放
棄
妻
の
法
定
抵
当
権
の
全
面
的
な
第
三

者
対
抗
力
を
承
認
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
夫
婦
に
よ
る
夫
婦
間
不
動
産
の
共
同
管
理
を
実
現

す
る
た
め
に
､
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
を
拡
大
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

こ
の
目
的
の
た
め
だ
け
で
あ
れ
ば
'
放
棄
妻

の
法
定
抵
当
権
の
第
三
者
対
抗
力
を
認
め
れ
ば
､
そ
れ
で
十
分
と
言
う
こ
と
に
な
る
｡
も
っ
と
も
､
こ
の
仮
説
は
､
極
め
て
大
胆
な
も
の
で

あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
の
'
慎
重
か
つ
詳
細
な
歴
史
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

(723110)568

(1-8
)

こ
の
抵
当
観
に
よ
れ
ば
､
抵
当
権
代
位
は
弥
縫
策
で
し
か
な
い
の
で
､
そ
れ
は
公
示
型
法
定
抵
当
の
導
入
に
よ
り
､
消
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
｡
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
こ
の
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
彼
は
､
パ
リ
法
学
部
意
見
書
に
お
い
て
､
現
行
の
抵
当

権
代
位
が
詐
欺
的
取
引
の
温
床
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
っ
つ

(D
ocum
ents,t.
(Ⅰ)
p

A46.)
も
､
抵
当
権
代
位
の
公
示
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
し
て
い

な
い
｡
こ
れ
は
､
公
示
型
法
定
抵
当
権
の
実
現
に
よ
り
抵
当
権
代

位
は
そ
の
意
義
を

失

う
の
だ
か
ら
､
あ
え
て
そ
の
公
示
に
触
れ
る
必
要
が
な
い
と
考
え

た
た
め
で
な
か
ろ
う
か
｡

(1-9
)

も
ち
ろ
ん
'
妻
以
外
の
法
定
抵
当
権
も
存
在
す
る
の
で
､
全
て
の
抵
当
権
が
公
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
れ
ら
の
法
定
抵
当

権
は
､
妻
の
そ
れ
に
比
べ
､
さ
ほ
ど
不
動
産
取
引
の
障
害
物
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
｡

(1-
)

D
o
cu
m
en
ts
,
t.
tr,p
.2
t
g
.

(1-1
)

こ
れ
ら
二
機
関
の
見
解

は
､

本
稿
の
提
示
し
た
理
論
的
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
デ
ィ
ジ
ョ
ン
法
学
部
は
､
公
示
の
是

非
に
つ
い
て
の
抵
当
観
と
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
範
囲
の
問
題
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
､
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
次

の
よ
う
な
理
由
を
掲
げ
､
法
定
抵
当
権
の
後
得
財
産
に
対
す
る
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
日
-
､
｢わ
れ
わ
れ
は
'
隠
れ
た
抵
当
権
-

の
原
則
を
維
持
し
っ
つ
､
コ
ー
ド
･
シ
ビ
ル
に
お
い
て
指
し
示
さ
れ
た
手
続
よ
り
も
確
実
な
方
法
で
､
こ
の
抵
当
権
の
公
示
を
手
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｣

(D
ocum
ents,t.
tZ,
p
A
O
8
.)O

(1-2
)

こ
の
点
に
つ
き
本
稿
註
(110
)
及
び
註
(111
)参
照
｡

(1-3
)

こ
の
点
に
つ
き
本
稿
註
(43
)
参
照
｡

(1-
)

V
a
tette}
hh
oth
etqu
es,
p
p
.25)
･26).
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V

a
l
ette〉hh
othetqu
es,
p
.256.

V
a
lett
euhh
oth
etqu
es
,p
.259
.

後
に
'
メ
リ
ニ
ャ
ッ
ク

は､
ベ
ル

ト
と
同
様
の
観
点
か
ら
､
彼
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る

(M
erignh
ac
.
n
.
)0
5
.)
0

四

む

す

び

用

l
八
〇
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
規
定
は
夫
婦
財
産
の
管
理
を
夫
に
集
中
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
夫
は
､
妻
の
合
意
な
し
に

夫
婦
間
に
あ
る
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
的
性
格
は
､
夫
婦
間
の
不
動
産

の
事
実
上
の
共
同
管
理
を
強
い
る
結
果
と
な
っ
た
｡
つ
ま
り
､
実
際
に
は
､
夫
は
'
後
得
財
産
だ
け
で
な
-
自
己
の
固
有
財
産
に
つ
い
て
も

妻
の
参
加
な
し
に
そ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
結
論
は
明
ら
か
に
一
八
〇
四
年
法
の
大
原
則
に
抵
触
す
る
｡
も
っ
と
も
､
理
論
的
に
夫
の
固
有
財
産
が
共
同
管
理
に
服
す
る
こ
と
は

仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
､
後
得
財
産
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
を
共
同
管
理
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
解
釈
に
よ
り
十
分
に
可
能
で

あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
放
棄
妻
は
後
得
財
産
上
の
第
三
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
す
れ
ば
よ
い
だ
け
な
の
で
あ

る
｡
し
か
し
､

一
九
世
紀
前
半
の
学
説
及
び
判
例
は
､
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
否
定
的
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
､
な
ぜ
か
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
わ

れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
た
｡
す
な
わ
ち
､
①
妻
の
利
益
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
､

一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
は
非

公
示
型
法
定
抵
当
権
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
｡
②
第
三
者
は
抵
当
権
代
位
に
よ
り
妻
の
追
行
を
免
れ
た
こ
と
｡
③
抵
当
権
代
位
の
定
着
に

よ
り
､
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
は
信
用
を
害
す
る
の
で
は
な
-
信
用
を
助
長
す
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
｡
④
こ
の
観
点
に
お
い
て

は
'
放
棄
妻
の
後
得
財
産
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
対
抗
力
否
定
は
､
抵
当
権
代
位
に
対
す
る
信
頼
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
｡
こ
の
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論説

時
期
の
支
配
的
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
夫
婦
間
の
不
動
産
の
事
実
上
の
共
同
管
理
を
黙
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
当
時
の
支
配
的
見
解
は
、
抵
当
権
代
位
を
不
動
産
信
用
取
引
の
中
核
に
置
こ
う
と
し
た
た
め
に
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物

を
制
限
す
る
こ
と
に
否
定
的
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
夫
婦
間
の
不
動
産
の
事
実
上
の
共
同
管
理
を
黙
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
＠
　
わ
れ
わ
れ
は
法
定
抵
当
権
が
三
つ
の
機
能
を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
妻
の
利
益
を
保
護
す
る
機
能
、
夫
婦
間
不

動
産
の
共
同
管
理
を
必
然
化
す
る
機
能
、
信
用
手
段
機
能
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
は
抵
当
法
及
び
夫
婦
財
産
関
係
法
改
革
に
何
ら
か
の

影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
改
革
諸
立
法
の
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
あ
る
程
度
の
理
論
的
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
は
十
分
に
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
般
論
と
し
て
、
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
の
存
在
は
抵
当
信
用
に
と
っ
て
脅
威
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

フ
ラ
ン
ス
は
一
九
五
五
年
に
そ
れ
を
実
現
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
抵
当
法
改
革
が
こ
の
時
期
ま
で
遅
れ
た
原
因
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
法
定
抵
当
権
が
多
義
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
一
八
五
五
年
法
が
法
定
抵
当
権
の
公

示
を
実
現
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
明
ら
か
に
、
抵
当
権
代
位
を
信
用
取
引
の
根
幹
に
据
え
る
方
が
良
い
と
す
る
一
般
的
観
念
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
法
定
抵
当
権
の
公
示
実
現
が
一
九
五
五
年
ま
で
遅
れ
た
原
因
も
、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
抵
当
権
代

位
を
中
心
と
し
た
信
用
取
引
が
一
般
化
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ
を
根
底
か
ら
覆
す
改
革
が
疎
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

法
定
抵
当
権
が
夫
婦
間
の
財
産
管
理
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
も
、
抵
当
権
改
革
を
遅
ら
せ
た
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
近
代
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
る
女
性
の
地
位
向
上
は
、
財
産
管
理
へ
の
妻
の
参
加
を
必
然
的
な
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
夫
婦
財
産
関
係
法
の
改
正
を
待
た
ず
し
て
の

法
定
抵
当
権
改
革
は
、
妻
を
不
動
産
管
理
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
明
ら
か
に
法
の
近
代
化
に
逆
行
し
た
も
の
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
の
廃
止
の
た
め
に
は
、
そ
の
理
論
的
前
提
と
し
て
、
夫
婦
財
産
関
係
法
に
お
い
て
正
面
か
ら
夫
婦
財

産
の
共
同
管
理
を
認
め
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遅
々
と
し
て
進
ま
ぬ
夫
婦
財
産
関
係
法
改
正
が
、
結
果
的
に
抵
当
法
改

革
を
遅
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
の
改
革
の
順
序
は
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
抵
当
法
改
革
（
一
九
五
五
年
）
と
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夫
婦
財
産
関
係
法
改
革
（
一
九
六
五
年
）
の
時
期
の
近
接
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
理
論
的
仮
説
の
正
当
性
を
証
明
す
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ

う
躯

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
一
九
世
紀
乃
至
二
〇
世
紀
の
改
革
諸
立
法
に
つ
い
て
は
、
従
前
と
は
異
な
っ
た
評
価
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

　
2
9
　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
法
定
抵
当
権
の
非
公
示
性
が
「
原
因
」
で
あ
り
、
事
実
上
の
共
同
管
理
は
「
結
果
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を

当
然
の
前
提
と
し
て
議
論
を
す
す
め
た
が
、
実
を
言
え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
事
柄
が

一
八
〇
四
年
法
の
構
造
の
結
果
と
し
て
の
み
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
夫
婦
間
不
動
産
の
共
同
管
理
は
結
果
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、

す
で
に
革
命
以
前
か
ら
、
法
定
抵
当
権
は
非
公
示
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
、
夫
婦
間
不
動
産
は
抵
当
権
代
位
の
前
身
で
あ
る

「
副
順
位
配
属
『
を
介
し
て
事
実
上
の
共
同
管
理
に
服
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
八
〇
四
年
置
の
起
草
者
ら
は
、
こ
の
こ
と
を
意
識
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
　
　
の
　
コ
　
　
　
　
　
の
　
の
　
　
　
り
　
　
　
　
　
の
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　

つ
、
非
公
示
型
抵
当
権
を
導
入
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
、
夫
婦
間
不
動
産
の
共
同
管
理
を
実
現
す
る
た
め
に
、
法
定
抵
当
権

に
非
公
示
的
性
質
を
付
与
し
た
と
の
理
解
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
共
和
暦
八
年
草
案
の
抵
当
権
部
分
の
起
草
者
で
あ

る
プ
レ
ア
ム
ヌ
ウ
（
］
℃
吋
⑪
餌
圏
口
①
コ
Φ
二
）
は
、
夫
婦
を
（
支
配
従
属
関
係
で
な
く
）
と
も
に
協
力
し
合
う
関
係
と
捉
え
、
妻
の
財
産
管
理
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

介
入
に
肯
定
的
な
夫
婦
観
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
、
非
公
示
型
法
定
抵
当
権
が
実
際
に
は
妻
の
保
護
に
役
立
た
な
い
こ
と
も
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
に
認
識
し
て
い
た
。

　
法
定
抵
当
権
の
三
つ
機
能
は
極
め
て
複
雑
に
絡
み
合
い
、
実
際
に
は
、
ど
れ
が
主
た
る
機
能
で
、
ど
れ
が
従
た
る
機
能
で
あ
る
か
を
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
上
の
共
同
管
理
が
原
因
で
あ
り
、
非
公
示
性
が
結
果
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
革
命
以
前
の
夫
婦
財
産
制
及
び
法
定
抵
当
権
制
度
の
詳
細
な
歴
史
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
後
日
の
課
題
と
し

た
い
。
最
後
に
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
一
九
世
紀
中
葉
の
ジ
ー
ド
（
O
一
α
Φ
）
の
言
説
を
引
用
し
て
お
く
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
統
は
夫
婦
の
平
等
で
あ
り
、
法
定
抵
当
権
が
そ
れ
を
担
保
し
て
い
た
と
す
る
。
彼
の
指
摘
は
、
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
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説

る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
日
く
｡

請

｢法
定
抵
当
権
が
､
共
通
制
の
下
で
特
に
不
可
欠
で
あ
る
の
は
､
法
定
抵
当
権
だ
け
が
､
夫
婦
の
組
合

(so
c
iete)
に
お
い
て
､
夫
婦
の
平
等
-
を
確
立

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
あ
る
｡
-
私
は
､
共
通
制
の
本
質
で
あ
る
と
､
思
い
切
っ
て
述
べ
る
｡｣

(72-3-114)572

(1-8
)

一
八
〇
四
年
法
成
立
か
ら

一
九
五
五
年
頃
ま
で
の
妻
の
法
的
状
態
に
つ
き
､
関
口
一
六
七
-
二
三
八
寅
参
照
｡

(1-9
)

一
九
六
五
年
法
は
､
夫
婦
財
産
に
つ
い
て
､

一
部
共
同
管
理
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
｡
改
正

一
四
二
四
条

一
項
日
-
､
｢夫
は
､
妻
の
同
意
の
な

い
限
り
､
共
通
財
産
に
属
す
る
不
動
産
､
営
業
､
経
営
､
譲
渡
不
能
社
員
権
及
び
譲
渡
が
公
示
に
服
す
る
有
体
動
産
に
つ
き
､
そ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
又

は
そ
れ
に
物
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
夫
は
､
妻
の
同
意
の
な
い
か
ぎ
り
､
こ
れ
ら
の
取
引
か
ら
生
じ
る
元
本
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
｣｡
こ
れ
は
､

1
九
五
五
年
法
が
否
定
し
た
､
そ
れ
以
前
の
夫
婦
財
産
管
理
方
法
を
'
単
に
条
文
化
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
｡

(1-0
)

こ
の
点
に
つ
き
本
稿
註
(91
)参
照
｡
｢副
順
位
配
当
｣
に
つ
い
て
'
簡
単
に
は
､
香
山

｢総
裁
政
府
｣
四
八
-
五
〇
貢
参
照
｡
実
際
に
は
､
抵
当
権

代
位
は
'

1
八
〇
六
年
民
事
訴
訟
法
七
七
八
条
が
廃
止
し
た
近
世
型
の
副
順
位
配
当
の
代
替
物
で
し
か
な
い
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
別
稿
で
触
れ
る
｡

(1
)

ブ
レ
ア
ム
ヌ
ウ
に
つ
き
､
香
山

｢基
本
的
性
格

佃｣
二

一九
貢
参
照
｡

(1-2
)

香
山

｢基
本
的
性
格

伽｣
l
三

〇
-
二
二
一
貫
参
照
｡

(1-3
)

こ
の
点
に
つ
い
て
の
レ
ア
ル
と
ト
レ
ヤ
ー
ル
の
指
摘
に
つ
き
本
稿
註
(1-1
)参
照
｡

(Z
)

G

ide,p
.5
4
3
.

【付
記
】

関
西
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
会
合
宿

(二
〇
〇
五
年
九
月
三
日
､
於

･
同
志
社
び
わ
こ
リ
ト
リ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
)
に
お
き
ま
し
て
は
､

報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
な
-
､
大
変
有
益
な
ご
示
唆
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
｡


