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一

は
じ
め
に

二

家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
基
本
構
造

三

前

史

１

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法

㈠
「
夫
が
妻
の
財
産
に
管
理
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
を
有
す
る
財
産
結
合
制
」

㈡

ゲ
ラ
ー
デ
規
制

２

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

㈠
「
別
産
制
」

㈡

A
LR
II.1
§
560
の
代
位

㈢

A
LR
II.1
§
560
の
修
正
作
業

㈣

そ
の
他
の
代
位

四

ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
│
│
原
初
規
定

１
〝
夫
に
よ
る
婚
姻
上
の
管
理
と
用
益
の
体
系
〞

２

BGB
§
1382
a.F.の
立
法
過
程

㈠

持
参
財
産
に
お
け
る
代
位
の
不
存
在
│
│
部
分
草
案
か
ら
第
一

草
案
ま
で

㈡

代
位
規
定
の
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
│
│
第
二
委
員
会
の
審
議
か

ら
ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
ま
で

３

BGB
§
1382
a.F.の
立
法
目
的

㈠

立
法
過
程
の
整
理

㈡

従
前
の
法
・
議
論
と
の
関
係

㈢

批
判
と
応
答

㈣

補
足
的
考
察

五

管
理
共
同
制
と
家
財
道
具
の
物
上
代
位



一

は
じ
め
に

妻
が
婚
姻
の
際
に
家
庭
で
使
用
す
る
た
め
に
洗
濯
機
を
持
参
し
た
と
こ
ろ
、
一
〇
年
ほ
ど
た
っ
て
そ
の
洗
濯
機
が
故
障
し
た
た
め
、

夫
が
代
わ
り
に
新
し
い
洗
濯
機
を
購
入
し
た
。
こ
の
場
合
、
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
夫
が
妻
の
代
理
人
と
し
て
行
為
し
な
い
限
り
、

妻
が
新
洗
濯
機
上
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
洗
濯
機
は
旧
洗
濯
機
の
代
償
と
み
ら
れ
る
た
め

に
、
そ
の
所
有
権
は
法
律
に
よ
っ
て
妻
に
帰
属
す
る
。
夫
が
自
己
の
名
で
行
為
し
た
と
し
て
も
こ
の
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
夫
と
売

主
の
意
思
、
す
な
わ
ち
夫
が
自
分
の
た
め
に
購
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
売
主
が
夫
に
譲
渡
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
も
問
題
と
な

ら
な
い
。
夫
が
自
分
の
懐
か
ら
代
金
を
支
払
っ
た
と
し
て
も
結
論
は
同
じ
で
あ
る
。
夫
は
新
洗
濯
機
上
の
所
有
権
を
一
瞬
た
り
と
も

取
得
し
な
い
。
所
有
権
は
夫
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
売
主
か
ら
直
接
に
妻
に
移
転
す
る
（

）。
1

わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
と
や
や
奇
異
に
う
つ
る
こ
の
ル
ー
ル
、「
家
財
道
具
の
物
上
代
位
（
D
ie
dingliche
Surrogation
von
H
aus-

haltsgegenständen）」
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
法
定
夫
婦
財
産
制
に
お
い
て
、
制
定
時
の
管
理
共
同
制
か
ら
男
女
同
権
法
に
よ
る

剰
余
共
同
制
の
導
入
に
と
も
な
う
修
正
を
経
て
、
一
一
〇
年
ほ
ど
│
│
様
々
な
学
説
の
対
立
は
あ
っ
た
も
の
の
│
│
通
用
し
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
他
の
家
財
道
具
の
規
制
と
同
じ
よ
う
に
（

）、
こ
の
規
定
も
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（

）。
そ
う
こ

2

3

う
す
る
う
ち
に
、
二
〇
〇
九
年
に
成
立
し
た
「
剰
余
清
算
お
よ
び
後
見
法
の
改
正
に
関
す
る
法
律
（

）」
に
よ
っ
て
、
家
財
道
具
の
物
上

4

代
位
の
規
定
は
「
代
わ
り
の
規
定
を
用
意
す
る
こ
と
な
く
（

）」
単
純
に
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

5
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１

議
論
状
況
の
概
観

２

規
定
の
正
当
化

３

基
本
問
題

㈠

体
系
的
地
位

㈡

意
思
の
要
否

㈢

価
値
の
増
加

４

家
具
令
の
制
定
│
│
離
婚
の
際
の
家
具
の
分
配
規
定

六

お
わ
り
に



し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は
、
│
│
さ
き
の
例
を
引
き
合
い
に
出
す
と
│
│
新
洗
濯
機
の
所
有
権
が
法
上
当
然
に
妻
に
帰
属
す
る
わ

け
で
は
な
い
（

）。
二
〇
〇
九
年
改
正
法
の
背
景
と
概
要
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（

）が
、
物
上
代
位
規
定
の
削
除
の
問
題
は

6

7

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
状
況
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
関
心
の
あ
り
方
を
的
確
に
反
映
し
た
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
の
夫
婦
財
産
制
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
一
般
に
、
家
財
道
具
、
と
り
わ
け
そ
の
物
上
代

位
の
規
定
が
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（

）。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
問
題
の
考
察
が
重
要
で
な

8

い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
の
ち
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
の
夫
婦
財
産
制
の
基

礎
に
あ
る
思
想
・
体
系
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
問
題
は
、
わ
が
国
の
夫
婦
財
産
制
と
の
関
係
で
も
意
味
を
も
つ
。
日
本
民
法
で
は
物
上
代
位
は
も
と
よ

り
、
家
財
道
具
の
規
制
に
つ
き
特
別
の
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属
関
係
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
て
い
る
（

）。
9

そ
し
て
、
わ
が
国
の
実
務
は
現
行
法
定
財
産
制
を
別
産
制
を
採
用
し
た
も
の
と
理
解
し
つ
つ
、
財
産
分
与
の
際
に
夫
婦
財
産
の
清
算

に
つ
き
剰
余
共
同
制
の
そ
れ
に
近
い
運
用
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（

）。
ま
た
、
現
在
の
家
族
法
改
正
の
議
論
の
際
に
は
法
定
財
産
制
と
し

10

て
剰
余
共
同
制
を
志
向
す
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
（

）。
と
す
る
な
ら
ば
、
管
理
共
同
制
に
お
い
て
導
入
さ
れ
、
剰
余
共
同
制
の
も
と

11

で
も
維
持
さ
れ
て
き
た
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
が
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
理
由
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
は
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
あ
る
べ
き
夫
婦
財
産
制
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
夫
婦
財
産
制
の
側
か
ら
だ
け
で
な
く
、
物
上
代
位
論
の
側
か
ら
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

物
上
代
位
論
の
標
準
的
文
献
で
は
│
│
こ
の
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
│
│
、
物
上
代
位
の
概
念
の
説
明
の
際
に
、

家
財
道
具
の
そ
れ
が
代
表
例
と
し
て
最
初
に
引
用
さ
れ
て
き
た
（

）。
物
上
代
位
に
関
す
る
初
期
の
論
文
で
は
こ
の
条
文
に
多
く
の
関
心

12

が
払
わ
れ
（

）、
そ
の
後
も
│
│
数
は
け
っ
し
て
多
く
は
な
い
も
の
の
（

）│
│
本
格
的
な
論
文
が
現
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（

）。
も
っ
と
も
、

13

14

15

わ
が
国
で
は
物
上
代
位
に
つ
い
て
は
担
保
物
権
の
そ
れ
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
物
上
代
位
の
観
点
か
ら
も
こ
の
動
向
が
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取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（

）。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
が
担
っ
て
い
た
意
義
を
こ
こ
で
あ
ら
た
め

16

て
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
理
由
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
物
上
代
位
論
に
対
し

て
も
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
物
上
代
位
論
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、「
代
償
」
を
根

拠
に
「
物
権
」
を
維
持
す
る
こ
と
の
意
味
を
再
考
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
物
上
代
位
の
再
構
成
、
す
な
わ
ち
物
・
財
産
の

対
象
が
交
代
し
た
際
に
従
前
の
権
利
・
法
関
係
は
ど
の
よ
う
に
規
律
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
角
度
か
ら
わ
が
国
の
法
ル
ー
ル
の
全

体
│
│
担
保
物
権
の
物
上
代
位
に
と
ど
ま
ら
な
い
│
│
を
総
合
的
・
体
系
的
に
捉
え
直
し
、
あ
る
べ
き
ル
ー
ル
を
模
索
す
る
た
め
に

も
有
益
な
視
座
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
の
夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
の
生
成
と
展
開
を

追
跡
す
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に
基
本
的
な
規
範
内
容
を
概
観
し
た
あ
と
（
二
）、
の
ち
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り

で
、
前
史
と
し
て
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
・
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
状
況
を
み
（
三
）、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
の
際

に
管
理
共
同
制
の
な
か
に
原
初
規
定
が
設
け
ら
れ
た
経
緯
（
四
）
と
、
こ
の
規
定
を
め
ぐ
る
議
論
お
よ
び
関
連
す
る
立
法
│
│
家
具

令
│
│
の
内
容
を
分
析
す
る
（
五
）。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
取
り
扱
う
こ
と
が
で

き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
規
定
は
、
男
女
同
権
法
に
よ
り
剰
余
共
同
制
が
導
入
さ
れ
た
際
に
も
修
正
を
と
も

な
い
つ
つ
維
持
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
立
法
者
の
態
度
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
、
今
回
の
改
正
法
に

よ
っ
て
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
│
│
具
体
的
な
解
釈
論
と
そ
の
体
系
的
整
理
を
含
む
│
│
こ
の
間
の
経
緯
と
、
改
正
に
対
す

る
評
価
に
つ
い
て
は
続
稿
（

）の
考
察
に
委
ね
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
取
り
扱
う
の
は
、
次
章
を
除
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
管
理
共
同
制
に
お

17

け
る
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
の
生
成
と
展
開
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
問
題
関
心
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
本
稿
は
歴
史
研
究
よ
り
も
理
論
研
究
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二

家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
基
本
構
造

ま
ず
最
初
に
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
基
本
的
な
構
造
を
分
析
し
て
お
こ
う
。
要
件
・
効
果
の
詳
細
、
学
説
の
対
立
│
│
と
く

に
設
例
の
説
明
と
の
相
違
│
│
の
意
味
や
原
因
な
ど
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
詳
し
く
論
じ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
大
略
を
述
べ
る
に
と

ど
め
る
（

）。
18

ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
の
際
に
は
法
定
財
産
制
と
し
て
管
理
共
同
制
（
V
erw
altungsgem
einschaft）
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
男
女

同
権
法
に
よ
る
改
正
に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
剰
余
共
同
制
﹇
附
加
利
得
共
同
（
通
）
制
﹈（
Zugew
inngem
einschaft）
が
採
用
さ
れ

て
い
る
（

）。
管
理
共
同
制
に
含
ま
れ
て
い
た
旧
規
定
は
BGB
§
1382
a.F.,剰
余
共
同
制
に
お
い
て
修
正
の
う
え
承
継
さ
れ
た
規
定
は

19

BGB
§
1370
で
あ
る
。
こ
の
BGB
§
1370
が
二
〇
〇
九
年
の
改
正
で
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
旧
規
定
と
新
規

定
の
内
容
は
す
ぐ
あ
と
に
言
及
す
る
点
を
除
い
て
同
一
な
の
で
、
こ
こ
で
一
括
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

BGB
§
1382
a.F.
夫
が
、
妻
か
ら
持
参
さ
れ
た
が
、
も
は
や
存
在
し
な
い
ま
た
は
価
値
の
喪
失
し
た
も
の
の
代
わ
り
に
調
達
す
る
家

財
道
具
は
、
持
参
財
産
と
な
る
。

BGB
§
1370
も
は
や
存
在
し
な
い
ま
た
は
価
値
の
喪
失
し
た
対
象
の
代
わ
り
に
調
達
さ
れ
る
家
財
道
具
は
、
そ
の
不
存
在
ま
た
は
無

価
値
と
な
っ
た
対
象
が
帰
属
し
て
い
た
配
偶
者
の
所
有
と
な
る
。

管
理
共
同
制
に
お
い
て
は
家
父
長
制
的
観
念
が
基
礎
に
お
か
れ
る
と
こ
ろ
、
夫
婦
の
財
産
の
帰
属
に
は
変
更
が
な
い
も
の
の
、
婚

姻
共
同
生
活
の
た
め
の
費
用
を
支
出
す
る
た
め
に
、
妻
の
財
産
は
夫
の
も
と
に
委
ね
ら
れ
、
夫
が
双
方
の
財
産
に
つ
い
て
ま
と
め
て

管
理
用
益
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
男
女
同
権
の
理
念
に
対
応
し
た
剰
余
共
同
制
は
、
そ
の
本
質
を
別
産
制
と
し
、
各
配
偶

者
は
自
己
の
財
産
を
独
立
に
管
理
す
る
一
方
、
婚
姻
継
続
中
に
夫
婦
が
形
成
し
た
財
産
に
は
所
得
活
動
と
家
政
執
行
が
ひ
と
し
く
寄

与
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
基
本
思
想
か
ら
、
婚
姻
解
消
の
際
に
そ
の
清
算
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
相
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違
か
ら
、
両
規
定
で
は
調
達
配
偶
者
と
代
位
権
者
で
あ
る
配
偶
者
に
差
異
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
管
理
共
同
制
に
お
い
て
は
夫
が

調
達
し
た
家
財
道
具
が
妻
の
所
有
に
な
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
剰
余
共
同
制
は
調
達
配
偶
者
と
代
位
権
者
の
ペ
ア
ー
を
固
定

せ
ず
、
夫
婦
の
双
方
が
ひ
と
し
く
調
達
配
偶
者
に
も
代
位
権
者
に
も
な
り
う
る
も
の
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
を
除
け
ば
、

両
規
定
の
内
容
に
変
わ
り
は
な
い
（

）。
な
お
、
BGB
§
1382
a.F.に
は
「
妻
か
ら
持
参
さ
れ
た
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
一
見
す
る
と

20

BGB
§
1370
と
は
異
な
り
、
原
目
的
物
は
妻
が
婚
姻
前﹅

か
ら
有
す
る
家
財
道
具
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
の
ち
に
み

る
よ
う
に
「
持
参
財
産
」
と
は
夫
の
管
理
と
用
益
に
服
す
る
財
産
の
意
味
で
あ
り
、
婚
姻
継
続
中
に
取
得
さ
れ
た
財
産
も
こ
れ
に
含

ま
れ
る
か
ら
、
同
条
の
客
体
に
つ
い
て
も
取
得
の
時
期
は
問
題
と
な
ら
な
い
（

）。
規
範
内
容
の
特
徴
的
な
点
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
と

21

お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
旧
家
財
道
具
の
所
有
者
で
あ
っ
た
配
偶
者
は
、
新
家
財
道
具
上
の
所
有
権
を
法
律
に
よ
っ
て
直
接
に
取
得
す
る
。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
新
家
財
道
具
を
調
達
し
た
配
偶
者
に
対
し
て
所
有
権
を
移
転
す
る
よ
う
求
め
る
債
権
的
請
求
権
が
生
じ
る
の
で
は

な
く
、
旧
家
財
道
具
上
に
有
し
て
い
た
所
有
権
状
況
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
所
有
権
は
調
達
配
偶
者
を
介
さ
ず
、
譲
渡
人
か

ら
代
位
権
者
で
あ
る
配
偶
者
に
移
転
す
る
た
め
に
、「
経
由
的
取
得
（
D
urchgangserw
erb）」
で
は
な
く
、「
直
接
的
（
unm
ittel-

bar）」
取
得
が
生
じ
る
と
定
式
化
さ
れ
る
（

）。
設
例
で
み
た
よ
う
に
こ
う
し
た
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
り
、
直
接
的
取
得
と
い
う
物
上

22

代
位
一
般
の
特
質
が
こ
こ
で
も
通
用
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
異
論
も
あ
る
。
要
件
と
し
て
「
組
入

れ
」
を
求
め
る
見
解
に
よ
る
と
、
新
家
財
道
具
の
所
有
権
は
い
っ
た
ん
調
達
配
偶
者
が
取
得
し
、
こ
れ
が
世
帯
に
「
組
入
れ
」
ら
れ

た
段
階
で
は
じ
め
て
他
方
配
偶
者
に
移
転
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
例
外
的
に
経
由
的
取
得
が
生
じ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

第
二
に
、
行
為
者
の
「
意
思
」
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
（

）。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
不
要
と
さ
れ
る
意
思
の
内

23

容
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
た
分
析
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（

）。
争
い
が
な
い
の
は
、

調
達
配
偶
者
が
自
己
に
所
有
権
を
帰

24

[1]
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属
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
他
方
配
偶
者
ま
た
は
双
方
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
譲
渡
人
が
だ

れ
に
所
有
権
を
移
転
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
は
問
わ
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
他
の
配
偶
者
の
代
理
人
と
し
て
の
」「
他
の
配

偶
者
の
た
め
に
取
得
す
る
法
律
行
為
意
思
（

）」
は
求
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
の
意
思
が
不
要
と
さ
れ
る
│
│
以
下
に
み
る
よ
う
に
、

25

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
直
接
代
理
の
よ
う
に
他
人
効
が
生
じ
る
│
│
点
も
物
上
代
位
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

調
達
配
偶
者
が
│
│
所
有
権
の
帰
属
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
│
│
「
他
人
の
計
算
で
（

）」
取
得
し
よ
う
と
し
て
い

[2]

26

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
間
接
代
理
意
思
を
要
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
旧
規
定
の
時
代
に
、
関
連
条
文
が
夫
の
計
算
意
思
を
必
要

と
す
る
代
位
を
定
め
て
い
た
と
い
う
特
有
の
制
度
的
事
情
か
ら
、
必
要
説
と
不
要
説
の
対
立
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
規

定
の
際
に
は
争
い
な
く
、
計
算
意
思
も
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
物
上
代
位
一
般
を
み
る
と
、
み
ぎ
の
旧
規
定
の
よ
う
に
こ
う

し
た
意
思
を
求
め
る
規
定
は
あ
る
（
BGB
§
1646）
も
の
の
、
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
る
た
め
、
こ
の
種
の
代
位
は
不
真
正
代
位
な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
家
財
道
具
の
際
に
は
、

新
た
な
物
を
古
い
物
の
代
償
と
み
な
す
意
思
、「
調
達
対
象
を
他
の
配

[3]

偶
者
の
、
も
は
や
存
在
し
な
い
あ
る
い
は
価
値
を
喪
失
し
た
家
財
道
具
と
交
換
す
る
」、
一
言
で
い
う
と
「
代
償
意
思
（

）」
が
必
要
で

27

あ
る
か
も
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
思
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
新
旧
規
定
を
と
お
し
て
争
い
が
あ
り
、
新
規
定
で
は
む
し
ろ
必
要
説

が
通
説
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
物
上
代
位
の
一
般
論
と
し
て
は
代
償
意
思
の
存
否
は
と
く
に
問
題
と
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
通
常
は
│
│
取
得
の
際
に
原
財
産
の
資
力
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
要
件
と
さ
れ

る
た
め
│
│
取
得
物
を
原
目
的
物
の
対
価
と
し
て
取
得
す
る
意
思
は
当
該
法
律
行
為
の
前
提
と
し
て
当
然
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
格

別
取
り
上
げ
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
分
析
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
際
に
は
、
調
達
物
が
原

目
的
物
で
あ
る
旧
家
財
道
具
の
「
代
わ
り
」
の
た
め
に
取
得
さ
れ
た
の
か
を
問
題
と
す
べ
き
か
ど
う
か
が
、
独
立
の
問
い
と
し
て
立

ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
代
位
権
者
で
あ
る
配
偶
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
の
に
、「
周
知
性
原
則
（
O
ffenkundigkeitsprinzip）」
は
適
用
さ
れ
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な
い
。
そ
の
意
味
は
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
（

）。
一
つ
は
、
物
権
法
上
の
公
示
原
則
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
で
あ
れ

28

ば
、
あ
る
も
の
が
動
産
所
有
権
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
相
手
方
と
物
権
的
合
意
を
締
結
し
、
動
産
の
引
渡
し
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
（
BGB
§
929）。
し
か
し
な
が
ら
、
物
上
代
位
は
そ
う
し
た
法
律
行
為
に
よ
る
物
権
移
転
の
原
則
を

排
除
し
、
家
財
道
具
上
の
所
有
権
を
、
譲
渡
人
か
ら
代
位
権
者
で
あ
る
配
偶
者
に
法
律
上
直
接
的
に
移
転
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
物
上

代
位
の
命
令
は
「『
隠
れ
た
』
権
利
変
動
（

）」
を
生
じ
さ
せ
、
こ
の
限
り
で
公
示
の
要
請
を
後
退
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

29

は
す
で
に
み
た
「
組
入
れ
」
を
求
め
る
異
説
に
た
っ
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
家
財
道
具
上
の
所
有
権
は
代
位
権
者
で
あ
る
配

偶
者
に
、
世
帯
へ
の
「
組
入
れ
」
と
と
も
に
、
調
達
配
偶
者
を
介
し
て
経
由
的
に
で
は
あ
る
も
の
の
、
物
権
的
合
意
と
引
渡
し
を
要

す
る
こ
と
な
く
移
転
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
代
理
法
上
の
顕
名
主
義
と
関
連
す
る
。
本
人
が
第
三
者
に
よ
る
法
律
行
為

の
効
果
を
直
接
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
代
理
制
度
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
第
三
者
は
本
人
の
名
に
お
い
て
行
為

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
BGB
§
164
I）。
し
か
し
な
が
ら
、
物
上
代
位
の
際
に
は
、
調
達
配
偶
者
が
「
自
己
の
名
に
お
い
て
」
行

為
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
行
為
の
効
果
で
あ
る
所
有
権
移
転
の
効
力
（

）が
、
直
接
代
位
権
者
で
あ
る
配
偶
者
に
生
じ
る
。
こ
こ

30

で
は
代
理
の
際
に
通
用
し
て
い
る
顕
名
主
義
が
「
破
壊
（

）」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
直
接
代
理
意
思
（
第
二

）
と
顕
名
（
第
三
・
後
者
）

31

[1]

が
不
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
律
行
為
の
他
人
効
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
物
上
代
位
は
し
ば
し
ば
「
当
然
の
代
理
（
notw
en-

dige
Stellvertretung
（

））」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
顕
名
主
義
の
破
壊
は
経
由
的
取
得
を
認
め
る
異
説
に
お
い
て
は
生
じ
な

32

い
で
あ
ろ
う
。
家
財
道
具
の
所
有
権
は
い﹅

っ﹅

た﹅

ん﹅

調
達
配
偶
者
自﹅

身﹅

に﹅

移
転
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、

旧
規
定
の
際
に
は
間
接
代
理
意
思
（
第
二

）
を
必
要
と
す
る
立
場
が
あ
り
、
ま
た
、
現
在
で
も
そ
う
し
た
意
思
を
求
め
る
例
外
規

[2]

定
が
あ
る
が
、
こ
の
種
の
代
位
の
際
に
は
│
│
形
式
上
は
間
接
代
理
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
直
接
帰
属
の
効
果
が
生
じ
る
と
こ

ろ
│
│
、「
実
際
に
は
間
接
代
理
の
直
接
代
理
へ
の
組
み
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
る
（

）」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

33

最
後
に
、
家
財
道
具
の
取
得
の
た
め
に
配
偶
者
の
い
ず
れ
の
「
資
力
（
M
ittel）」
が
用
い
ら
れ
た
の
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
（

）。
す

34
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な
わ
ち
、
設
例
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
方
配
偶
者
が
自
己
の
資
力
を
用
い
て
家
財
道
具
を
調
達
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
新
家

財
道
具
の
所
有
権
は
旧
家
財
道
具
の
所
有
者
で
あ
っ
た
配
偶
者
に
帰
属
す
る
。
調
達
配
偶
者
が
費
用
の
償
還
を
求
め
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
議
論
の
際
に
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
自
己
資
力
調
達
ケ
ー
ス
を
念
頭
に
置
く
の
が
通
常
で
あ
る
。

主
婦
婚
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
妻
の
資
力
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
こ
と
、
代
位
権
者
の
資
力
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に

は
実
質
的
に
み
て
そ
れ
ほ
ど
不
合
理
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
資
力
の
由
来
が
問
わ
れ
な
い
と
い
う
点
が
非
常
に

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
特
別
財
産
上
の
物
上
代
位
に
は
、
法
律
行
為
に
よ
る
取
得
の
際
に
取
得
の
た
め
の
「
資
力
」
が
当
該
特
別
財

産
か
ら
拠
出
さ
れ
た
こ
と
を
要
件
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
資
力
代
位
（
M
ittelsurrogation）」（
な
い
し
資
力
条
項
（

））
と
呼
ば
れ
る
も

35

の
が
あ
り
、
こ
れ
が
物
上
代
位
の
範
型
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
を

「
対
象
代
位
（

）」
な
い
し
「
目
的
代
位
（

）」
な
ど
と
規
定
す
る
も
の
が
あ
る
。

36

37

物
上
代
位
論
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
│
│
旧
規
定
の
際
に
計
算
意
思
を
必
要
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
、

ま
た
、
代
償
意
思
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
点
を
除
く
と
│
│
、
①
資
力
の
由
来
が
問
わ
れ
な
い
点
と
、
②
直
接
取
得
を

否
定
す
る
異
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
特
殊
な
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
。
①
お
よ
び
②
の
異
説
の
両
面
か
ら
、
さ
ら
に

一
歩
踏
み
込
ん
で
、
そ
も
そ
も
同
条
は
「
代
位
」
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
（

）。
ま
た
、
と
く
に
②
の
異
説

38

に
立
っ
た
場
合
に
は
少
な
く
と
も
「
物
上
」
代
位
と
は
呼
べ
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
（

）。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
す
ら
意
思
の

39

不
顧
慮
や
公
示
原
則
の
不
適
用
と
い
う
点
を
捉
え
て
、
な
お
「
物
上
」
代
位
と
性
格
づ
け
る
も
の
も
あ
る
（

）。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
は

40

こ
の
よ
う
な
用
語
の
争
い
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
む
し
ろ
中
身
の
画
定
に
重
点
を
お
く
。
と
く
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
「
物
上
代
位
」
と

題
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
以
下
で
は
も
っ
ぱ
ら
短
縮
の
目
的
で
、
多
く
の
場
合
に
た
ん
に
「
代
位
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な

ろ
う
。
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三

前

史

１

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法

家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
の
原
型
は
、
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
一
三
世
紀
の
法
書
、
ザ
ク
セ
ン

シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
ゲ
ラ
ー
デ
の
規
制
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。「﹇
BGB
§
1382
a.F.と
い
う
﹈
こ
の
意
義
深
い
規
定
を
と
お
し
て
、
古

ザ
ク
セ
ン
の
ゲ﹅

ラ﹅

ー﹅

デ﹅

（
Gerade）
は
…
…
代﹅

位﹅

原﹅

理﹅

（
Surrogationsprinzip）
と
い
う
目
的
に
か
な
っ
た
一
般
原
理
の
も
と
で
、

ふ
た
た
び
あ
ら
た
に
法
生
活
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）」。
中
世
法
を
現
代
的
な
制
度
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
考
察
す

41

る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
の
ち
の
議
論
の
展
開
を
理
解
す
る
の
に
必
要
な
限
り
で
、
こ
こ
で
も
す
こ
し
立
ち
入
っ
て
お
こ
う
（

）。
42

㈠
「
夫
が
妻
の
財
産
に
管
理
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
を
有
す
る
財
産
結
合
制
」

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
の
夫
婦
財
産
制
は
し
ば
し
ば
「
管
理
共
同
制
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
を
招
き
や
す
い

表
現
で
あ
り
、
よ
り
適
切
に
は
、「
夫
が
妻
の
財
産
に
管
理
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
を
有
す
る
財
産
結
合
制
（
Güterverbindung
m
itV
er-

w
altungsgew
ere
des
M
annes
am
Frauengut）」
と
呼
ぶ
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
（

）。
こ
こ
で
は
、
夫
婦
が
生
存
し

43

婚
姻
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
夫
婦
の
財
産
は
ひ
と
つ
の
統
一
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
継
続
中
の
財

産
の
結
合
は
外
面
的
な
、
時
間
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
妻
に
属
す
る
す
べ
て
の
財
産
は
妻
の
所
有
に
と
ど
ま
る
が
、

夫
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
に
服
す
る
。
妻
の
持
参
財
産
は
、
土
地
、
ゲ
ラ
ー
デ
、
そ
の
他
の
動
産
に
区
別
さ
れ
、
後
二
者
は
ゲ
ラ
ー
デ
に
含

ま
れ
る
か
ど
う
か
で
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ケ
は
ゲ
ラ
ー
デ
に
当
た
る
物
を
具
体
的
に
列
挙
す
る
と
い
う
手
法
で
、
こ
れ

を
他
の
動
産
と
区
別
し
て
い
る
（
Ssp
I.24
§
3）。
ゲ
ラ
ー
デ
に
属
す
る
の
は
、
妻
個
人
が
使
用
す
る
た
め
の
物
（
櫛
、
鏡
な
ど
）、

あ
る
い
は
、
妻
が
家
政
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な
物
（
ベ
ッ
ド
、
テ
ー
ブ
ル
な
ど
）
で
あ
る
。
妻
の
財
産
は
様
々
な
強
い
制
約
に
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服
し
て
い
た
が
、
当
面
の
問
題
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、
婚
姻
継
続
中
に
取
得
さ
れ
た
動
産
に
だ
れ
が
「
所
有
権
」
を
有
す
る
の

か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
従
来
は
争
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
当
時
に
お
い
て
は
夫
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
に
服
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
、
ア
イ
ケ
も
夫
婦
の
生
存
中
の
所
有
関
係
に
つ
い
て
直
接
に
は
な
に
も
語
っ
て
い
な
い
、
そ
し
て
、
│
│
取
得
時
期

の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
か
つ
ゲ
ラ
ー
デ
を
含
む
│
│
動
産
一
般
に
対
し
て
は
夫
の
自
由
な
処
分
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
（

）。
44

㈡

ゲ
ラ
ー
デ
規
制

ゲ
ラ
ー
デ
の
法
的
性
格
に
は
様
々
な
議
論
が
あ
り
、
い
ま
だ
に
意
見
の
一
致
は
み
ら
れ
な
い
が
、
現
在
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
い
る
（

）。
ゲ
ラ
ー
デ
と
は
、
入
れ
替
わ
り
可
能
な
財
産
の
総
体
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
婚
姻
解
消
の
際
に
は
じ
め
て
具
体

45

的
に
確
定
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
夫
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
に
存
す
る
他
の
動
産
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
。
ゲ
ラ
ー
デ
は
婚

姻
継
続
中
に
は
法
的
な
意
味
を
有
し
な
い
。
婚
姻
解
消
後
に
は
じ
め
て
そ
れ
自
体
と
し
て
切
り
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
夫
が
婚

姻
継
続
中
に
取
得
し
た
物
も
含
ま
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
相
続
法
（

）に
お
け
る
ゲ
ラ
ー
デ
の
規
制
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
夫

46

が
死
亡
し
た
場
合
、
妻
は
ゲ
ラ
ー
デ
と
し
て
、
夫
が
死
亡
し
た
時
点
で
存
在
し
て
い
た
物
を
受
け
取
り
（
W
itw
engerade）、
逆
に
、

妻
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
ゲ
ラ
ー
デ
は
、
妻
か
ら
妻
へ
、
す
な
わ
ち
娘
ま
た
は
も
っ
と
も
近
し
い
女
性
の
親
族
（
N
iftel）
に
承

継
さ
れ
る
（
N
iftelgerade）（
Ssp
I.5
§
2
und
Ssp
I.27
§
1）。
つ
ま
り
、
ゲ
ラ
ー
デ
は
総
じ
て
妻
の
側
に
帰
し
た
。
こ
れ
と
は
反
対

に
、
他
の
動
産
は
夫
の
側
が
こ
れ
を
保
持
し
た
。
妻
が
死
亡
し
た
場
合
に
非
ゲ
ラ
ー
デ
が
夫
の
所
有
に
帰
し
た
ど
う
か
は
は
っ
き
り

と
し
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
（
vgl.Ssp
I.31
§
1
（

））。
こ
の
こ
と
が
の
ち
に
根
拠
づ
け
を
み
る
際
に
意
味
を
持
っ
て

47

く
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
が
ゲ
ラ
ー
デ
を
総
体
と
し
て
│
│
少
な
く
と
も
具
体
的
な
か
た
ち
で
│
│
規
制
す
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る
の
は
婚
姻
解
消
後
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
す
で
に
婚
姻
継
続
中
に
家
財
道
具
の
所
有
権
を
妻
に
帰
属
さ
せ
る
BGB
§

1382
a.F.と
は
大
き
く
異
な
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
（

）。
し
か
し
、
両
者
の
連
続
性
を
否
定
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
い
わ
れ
て
い

48

る（
）。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
に
婚
姻
解
消
後
の
規
制
し
か
お
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
中
世
法
が
つ
よ
く
事
例
と
結
び
つ
け
ら
れ

49て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
。
だ
か
ら
、
適
用
領
域
の
差
異
は
本
質
的
な
も
の
と
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
両
者
の
規
制
に
お
い
て
、

⒜
受
益
者
が
妻
の
み
で
あ
る
点
、
⒝
対
象
が
ゲ
ラ
ー
デ
・
家
財
道
具
に
制
限
さ
れ
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
注
目
す

べ
き
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
の
正
当
化
根
拠
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
お
も
に
二
つ
の
角
度
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
（

）。
50

①
夫
の
後
見
的
権
力
の
も
と
、
妻
は
当
初
ま
っ
た
く
財
産
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
法
的
経
済
的
な
独
立
を

獲
得
す
る
に
及
ん
で
、
一
身
専
属
的
な
利
用
に
属
す
る
物
か
ら
、
妻
と
し
て
日
常
的
に
家
で
用
い
る
物
を
自
己
の
も
の
と
し
う
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
が
ゲ
ラ
ー
デ
を
構
成
す
る
物
で
あ
り
、
家
財
道
具
と
関
連
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
拡
張
は
の

ち
に
他
の
動
産
、
さ
ら
に
は
土
地
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
の
ゲ
ラ
ー
デ
は
夫
の
仕
事
に
は
必
要
な
く
、
妻
の
領
域
に

属
す
る
物
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
妻
に
割
り
当
て
ら
れ
た
物
で
あ
る
と
さ
れ
、
た
い
て
い
妻
が
婚
姻
締
結
の
際
に
ゲ

ラ
ー
デ
を
構
成
す
る
物
を
嫁
資
と
し
て
持
参
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
分
割
の
際
に
妻
ま
た
は
妻
と
な
る
も
の
を
特
別
に
優
遇
す
る
規

則
を
容
易
に
展
開
で
き
た
の
は
こ
の
事
情
に
よ
る
と
さ
れ
る
（

）。
も
っ
と
も
、
②
ゲ
ラ
ー
デ
も
ま
た
夫
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
に
服
し
、
夫
は

51

こ
れ
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
対
象
物
の
性
格
か
ら
処
分
に
よ
っ
て
数
が
減
少
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と

も
い
え
た
が
、
こ
れ
ら
の
物
は
婚
姻
継
続
中
に
古
び
て
し
ま
い
、
価
値
が
な
く
な
り
、
あ
る
い
は
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
し
、

そ
の
代
わ
り
に
補
充
さ
れ
た
と
し
て
も
、
通
常
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
婚
姻
継
続
中
に
新
た
に
調
達
さ
れ
た
物
は
す

べ
て
夫
に
帰
す
る
と
こ
ろ
、
婚
姻
解
消
の
際
に
妻
に
は
ほ
と
ん
ど
な
に
も
残
ら
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
（

）。
こ
の
帰
結
を
防
止
す

52

る
た
め
に
、
ゲ
ラ
ー
デ
は
入
れ
替
わ
り
が
可
能
な
総
体
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
た
に
調
達
さ
れ
た
も
の
も
原
物
と
同
様
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の
規
律
に
服
す
る
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
は
、
①
対
象
の
嫁
資
的
性
格
（
A
ussteuercharakter）
と
、

②
存
続
保
障
（
Bestandssicherung）
の
利
益
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
（

）。
②
は
①
の
必
然
的
な
効
果
で
あ
る
と
い

53

う
こ
と
が
で
き
よ
う
（

）。
ゲ
ラ
ー
デ
が
嫁
資
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
妻
に
属
す
る
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
性
格
を
有
す
る
物
も

54

ま
た
妻
だ
け
に
属
す
る
物
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

２

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
の
立
法
過
程
で
は
、
一
七
九
四
年
に
施
行
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン

ト
法
の
規
定
│
│
民
法
部
分
は
ス
ヴ
ァ
ー
レ
ツ
が
担
当
│
│
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
の
ち
の
理
解
に

必
要
な
範
囲
で
、
同
法
上
の
規
定
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

㈠
「
別
産
制
」

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
管
理
共
同
制
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
法
定
財
産
制
の
原
型
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
基
本
構
造

は
、
│
│
「
別
産
制
（
Gütertrennung
（

））」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
│
│
夫
と
妻
の
財
産
の
分
離
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
夫
に
よ
る
妻
の

55

財
産
に
対
す
る
管
理
用
益
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
婚
姻
の
成
立
に
よ
っ
て
妻
の
財
産
は
一
般
に
、
夫
の
「
管
理
」
に
服
し
（
A
LR

II.1
§
205）、
夫
は
こ
れ
に
対
し
て
「
用
益
権
者
（
N
ießbraucher）
の
す
べ
て
の
権
利
と
義
務
」
を
有
す
る
（
A
LR
II.1
§
231）。

も
っ
と
も
、
契
約
ま
た
は
法
律
に
よ
っ
て
留
保
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
法
律
が
原
則
と
し
て
規
定
す
る
の
は
、
性
質

上
妻
の
専
用
に
供
せ
ら
れ
る
物
と
い
わ
ゆ
る
朝
の
贈
り
物
で
あ
る
（
A
LR
II.1
§§
206,207）。「
留
保
財
産
（
vorbehaltenes

V
erm
ögen）」
に
つ
い
て
は
妻
が
管
理
用
益
を
担
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
も
の
は
す
べ
て
夫
の
管
理
用
益
に
服
す
る

「
持
参
財
産
（
Eingebrachtes）」
の
性
格
を
有
す
る
（
A
LR
II.1
§
210）。
妻
が
婚
姻
継
続
中
に
取
得
す
る
も
の
も
持
参
財
産
に
組
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み
入
れ
ら
れ
る
が
、
の
ち
に
み
る
事
情
か
ら
、
と
く
に
相
続
・
贈
与
な
ど
に
よ
る
取
得
物
（
A
LR
II.1
§
212）
が
こ
こ
に
属
す
る
と

さ
れ
る
（

）。
同
じ
く
管
理
共
同
制
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
と
同
じ
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
ロ
ー

56

マ
法
の
継
受
の
影
響
を
受
け
、
夫
の
権
利
が
妻
の
所
有
権
に
相
対
す
る
「
用
益
権
（
N
ießbrauch）」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い

る
│
│
も
っ
と
も
、
通
常
の
用
益
権
と
は
異
な
り
、
夫
は
妻
の
持
参
財
産
本
体
を
処
分
し
う
る
権
利
を
有
す
る
一
方
、
収
益
を
婚
姻

生
活
の
た
め
に
支
弁
す
る
義
務
を
負
う
│
│
と
と
も
に
、
妻
の
権
利
が
強
化
さ
れ
、
た
と
え
ば
持
参
財
産
と
は
異
な
り
、
夫
の
管
理

用
益
が
及
ば
な
い
「
留
保
財
産
」
と
い
う
明
確
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（

）。
57

㈡

A
LR
II.1
§
560
の
代
位

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
上
、
家
財
道
具
の
代
位
と
関
係
す
る
規
定
は
、
A
LR
II.1
§
560
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
も

は
や
存
在
し
な
い
物
の
代
わ
り
に
他
の
物
が
調
達
さ
れ
た
場
合
に
は
、
妻
ま
た
は
そ
の
相
続
人
は
、
持
参
財
産
の
代
わ
り
と
な
っ
た

そ
の
物
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
│
│
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー

ゲ
ル
法
と
同
様
│
│
同
条
が
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
後
の
財
産
分
割
の
問
題
と
し
て
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

ド
イ
ツ
民
法
典
上
の
規
定
と
は
や
や
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
明
文
上
は
」
そ
う
で
あ

り
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
「
妻
の
利
益
の
た
め
に
さ
ら
に
先
に
進
ん
で
い
る
」
と
み
ら
れ
る
が
、
す
で
に
婚
姻
継
続
中
に
も
代
位
物
は

妻
の
持
参
財
産
と
み
な
さ
れ
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（

）。
か
り
に
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
く
て
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
の
と

58

こ
ろ
で
み
た
よ
う
に
、
根
底
に
あ
る
原
理
の
レ
ベ
ル
で
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
客
体
の
問
題
と
関
連

す
る
。
こ
の
規
定
は
「
持
参
財
産
で
あ
る
動
産
（
M
obilien）」
の
処
理
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と

す
る
と
、
客
体
が
ゲ
ラ
ー
デ
や
家
財
道
具
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
共
通
の
基
盤
を
欠
き
、
比
較
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
差
異
は
見
か
け
ほ
ど
に
は
大
き
く
な
い
（

）。
も
っ
と
も
、
そ
の
説
明
は
す
こ
し
厄
介
で
あ
る
。
A
LR
I.2

59
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§
18
の
定
義
に
よ
る
と
、「
動
産
（
M
obilien）」
は
調
度
（
M
öbeln）、
家
具
（
H
ausrath）、
用
具
（
Geräthschaften）
を
含
む
と

あ
り
、
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
疑
問
は
す
ぐ
に
氷
解
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
持
参
財
産
の
分
割
と
い
う
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
考
慮
す
る
と
、
対
象
は
体
系
上
、
金
銭
、
元
本
、
M
obilien,土
地
お
よ
び
権
利
の
五
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

本
条
の
M
obilien
は
A
LR
I.2
§
18
が
定
義
す
る
よ
う
な
狭
い
意
味
に
限
定
さ
れ
ず
、
金
銭
・
資
本
を
除
い
た
動
産
一
般
と
捉
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

）。
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
際
の
財
産
分
割
と
い
う
位
置
づ
け
も
含
め
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
に
類
す
る
規
定
で

60

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
そ
れ
よ
り
も
対
象
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
起
草
当
時
に
お
い
て
す
で
に
ゲ
ラ
ー

デ
の
観
念
は
過
去
の
遺
物
と
み
ら
れ
て
お
り
、
規
定
は
い
ち
お
う
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
州
法
や
条
例
の
起
草
者
の
参
考
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
（
A
LR
I.2§§
502ff.）
と
こ
ろ
、
両
者
の
関
連
を
構
築
す
る
契
機
は
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
も
の
が
あ
る
（

）。
61

も
っ
と
も
、「
も
は
や
存
在
し
な
い
」
と
い
う
文
言
は
、「
使
用
不
能
」「
古
び
て
だ
め
に
な
っ
た
（

）」
な
ど
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ

62

て
お
り
、
夫
婦
間
の
動
産
で
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
も
の
と
い
え
ば
典
型
的
に
は
家
財
道
具
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
質
的
に
み
れ

ば
、
客
体
の
範
囲
は
BGB
§
1382
a.F.の
そ
れ
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
は
、
法
的
構
成
の
問
題

で
あ
る
。
A
LR
II.1
§
560
は
「
代
わ
り
」
と
い
う
抽
象
的
な
定
式
、
つ
ま
り
「
代
位
（
Surrogation）」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら

れ
て
い
る
（

）。「
代
位
」
の
観
念
は
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
一
方
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ゲ
ラ
ー
デ
の
意
義
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
に

63

捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
条
は
、「
ゲ
ル
マ
ン
法
と
ロ
ー
マ
法
の
混
合
物
」
で
あ
り
、「
立
法
者
に
よ
っ
て
ゲ
ル
マ
ン
法
部
分

が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
の
思
想
が
ロ
ー
マ
法
的
の
形
式
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
（

）。
も
っ
と
も
、
代
位
研
究
者
の
間
で
は
一
般
に
は
、
代
位
原
理
な
る
も
の
は
古
典
期

64

ロ
ー
マ
法
に
は
存
せ
ず
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
者
が
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
代
位
原
理
の
根
源
は
ゲ
ル
マ
ン
法
に
認
め
ら

れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
（

）。
と
も
あ
れ
、
こ
の
角
度
か
ら
も
「
代
位
」
を
定
め
る
BGB
§
1382
a.F.と
の
連
続
性
を
確
認
す
る
こ
と

65

が
で
き
よ
う
。
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そ
こ
で
、
A
LR
II.1
§
560
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
づ
け
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
①
も
と
も
と
草
案

の
段
階
で
は
正
反
対
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
妻
は
「
な
お
存
在
し
て
い
る
」
動
産
の
返
還
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、そ
の
代
わ
り
に
調
達
さ
れ
た
動
産
の
返
還
請
求
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、ス
ヴ
ァ
ー

レ
ツ
は
こ
れ
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
異
議
に
同
調
し
、
妻
は
消
費
さ
れ
あ
る
い
は
損
耗
し
た
も
の
の
代
わ
り
に
調
達
さ
れ
た
動
産

を
み
ず
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
夫
が
こ
の
動
産
を
他
の
も
の
で
代
替
さ
せ
た
場
合
に
は
、
prae-

sum
ptiones
iuris
etde
iure（
法
の
お
よ
び
法
に
関
す
る
推
定
﹇
反
証
を
許
さ
な
い
推
定
﹈）
と
し
て
、
お
そ
ら
く
次
の
こ
と
を
仮
定

で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
に
属
す
る
所
有
権
を
顧
慮
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
物
は
消
費
さ
れ
た
物
の
代
わ
り
と
な
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
コ
ッ
ホ
は
「
こ
の
恣
意
的
な
推
定
は
必
要
な
い
」
と
し
て
、
総

66

体
上
の
用
益
権
の
命
題
を
引
き
合
い
に
出
す
（

）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
妻
の
持
参
財
産
は
「
総
体
（
Inbegriff）」
で
あ
り
、
そ
し
て
総

67

体
の
用
益
権
者
は
本
体
を
そ
の
状
態
に
お
い
て
維
持
す
る
義
務
を
負
う
。
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
／
エ
ッ
キ
ウ
ス
も
同
様
に
、
夫
は
「
財
産

上
の
法
定
用
益
権
者
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
「
代
位
」
は
そ
こ
で
の
「
諸
原
則
」
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（

）。
こ
こ
で
は
、

68

総
体
上
の
用
益
権
に
関
す
る
個
別
規
定
（

）と
と
も
に
、「
物
と
権
利
に
関
す
る
総
体
」
の
一
般
規
定
に
含
ま
れ
る
ル
ー
ル
、「
個
々
の
部

69

分
が
流
入
ま
た
は
排
出
し
て
も
、
権
利
義
務
は
全
体
に
お
い
て
は
変
じ
な
い
」（
A
LR
I.2
§
38）
が
引
か
れ
て
い
る
。
デ
ル
ン
ブ
ル

ク
は
、
代
位
物
が
「
法
上
妻
の
所
有
に
属
す
る
」
の
は
、「
持
参
財
産
で
あ
る
動
産
は
集﹅

合﹅

物﹅

（
Sachgesam
m
theit）
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
」
と
こ
ろ
、
夫
は
こ
れ
ら
を
そ
の
状
態
に
お
い
て
維
持
し
、
か
つ
補
充
す
る
義
務
を
負
う
か
ら
で
あ
る
と
し
、
用﹅

益﹅

権﹅

の﹅

規﹅

定﹅

を﹅

指﹅

示﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

な﹅

く﹅

、
も
っ
ぱ
ら
集
合
物
の
一
般
規
定
、
A
LR
I.2
§
38
の
み
を
援
用
し
て
い
る
（

）。
70

こ
の
理
由
づ
け
の
う
ち
、
①
は
、
の
ち
に
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
、
夫
の
意
思
の
推
定
を
基
礎
と
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
②
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
と
同
様
に
、
大
ま
か
に
い
え
ば
「
存
続
保
障
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
分
析
す
る
こ
と

も
で
き
よ
う
（

）。
し
か
し
、
存
続
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
点
に
立
ち
入
る
と
、
新
た
な
視
点
な
い
し
考

71
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慮
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

総
体
上
の
用
益
権
と
、

管
理
共
同
制
の
構
造
に
関
係
す
る
。
前
後
の
議
論
と
の
接
続
を

[1]

[2]

意
識
し
て
、
簡
単
に
分
析
し
て
お
こ
う
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
夫
の
権
利

[1]

が
「
用
益
権
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
用
益
権
の
際
の
思
考
を
夫
婦
財
産
制
に
も
当
て
は
め
る
と
い

う
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
み
た
コ
ッ
ホ
、
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
／
エ
ッ
キ
ウ
ス
の
根
拠
づ
け
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
思

考
の
道
筋
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
次
の
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
⒜
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
上
、

総
体
上
の
用
益
権
の
際
に
は
、
用
益
権
者
が
総
体
を
構
成
す
る
動
産
を
補
充
し
た
場
合
に
補
充
物
が
総
体
に
組
み
込
ま
れ
る
の
み
な

ら
ず
、
そ
も
そ
も
用
益
権
者
は
欠
缺
し
た
物
を
補
充
す
る
義
務
を
負
担
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
A
LR
I.21
§§
17-18
（

））。
そ
う
す

72

る
と
、
夫
の
用
益
権
に
つ
い
て
も
同
様
に
動
産
の
通
常
の
損
耗
に
つ
き
夫
が
こ
れ
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
夫
は
「
も
は
や
存
在
し
な
い
物
ま
た
は
価
値
が
減
少
し
た
物
に
関
す
る
損
害
な
き
責
任
」
に
つ
い
て
は
、
故
意
ま
た
は

重
過
失
が
あ
る
場
合
│
│
夫
の
利
益
の
た
め
に
通
常
の
用
益
権
よ
り
も
軽
減
さ
れ
る
│
│
に
限
っ
て
責
任
を
負
い
（
A
LR
I.21
§

561）、
原
則
と
し
て
残
存
部
分
だ
け
を
返
還
す
れ
ば
よ
か
っ
た
（
A
LR
I.21
§
559）。
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
／
エ
ッ
キ
ウ
ス
は
、
ス
ヴ
ァ
ー

レ
ツ
を
引
き
つ
つ
、
動
産
が
婚
姻
生
活
中
に
使
用
に
よ
り
損
耗
し
た
場
合
に
は
、
妻
が
所
有
者
と
し
て
責
任
を
引
き
受
け
る
の
が
公

平
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
代
位
を
定
め
た
A
LR
II.1§
560
も
同
じ
理
由
で
排
除
さ
れ
る
べ

き
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
見
合
わ
さ
れ
た
と
説
く
（

）。
の
ち
の
BGB
§
1382
a.F.を
め
ぐ
る
議
論
を
先
取
り
す
る
と
、

73

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
異
な
り
、
そ
も
そ
も
総
体
上
の
用
益
権
の
際
に
も
│
│
属
具
つ
き
の
土
地
を
除
い
て
（
BGB
§

1048）
│
│
補
充
義
務
と
代
位
に
つ
き
明
文
規
定
が
な
く
、
第
一
草
案
で
は
こ
の
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
代

位
の
規
定
は
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
第
二
草
案
で
は
、
用
益
権
と
は
切
り
離
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
根
拠
か
ら
│
│

補
充
義
務
ま
で
認
め
る
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
が
、
実
際
に
補
充
さ
れ
た
場
合
に
は
│
│
代
位
を
認
め
る
べ
き
と
さ
れ
、
こ
れ
が
成

案
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
結
論
だ
け
を
拾
い
上
げ
れ
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
同
様
で
あ
る
が
、
用
益
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権
と
の
対
比
と
い
う
思
考
が
と
ら
れ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
同
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
⒝
こ
の
よ
う
に

問
題
を
「
用
益
権
」
か
ら
切
り
離
し
た
と
し
て
も
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
が
説
く
よ
う
に
、「
集
合
物
」
と
い
う
概
念
か
ら
眺
め
る
な
ら

ば
、
総
体
上
の
用
益
権
の
代
位
│
│
そ
の
う
ち
明
文
の
あ
る
属
具
を
と
も
な
う
土
地
の
代
位
│
│
と
、
家
財
道
具
の
代
位
を
比
較
対

照
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
も
実
質
的
に
も
意
味
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
後
に
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
批
判
的
な
分
析
を

与
え
る
見
解
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
総
体
」
上
の
「
用
益
権
」
と
い
う
角
度
か
ら
の
基
礎
づ
け
は
ザ
ク
セ

ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
と
は
無
縁
で
あ
る
。
さ
き
に
指
摘
し
た
第
二
草
案
の
立
場
と
の
関
係
で
も
、
重
要
な
の
は
実
質
的
な
問
題
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
お
い
て
存
続
保
障
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
度
上
の
理
由
を
探
求
し
な

[2]

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
と
同
じ
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
上
も
、「
原
則
と
し
て
婚
姻

継
続
中
に
調
達
し
た
す
べ
て
の
物
、
と
く
に
家
財
道
具
が
夫
に
帰
属
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
考
慮
が
働
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（

）。
し

74

か
し
、
両
者
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
い
く
ら
か
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
上
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー

ゲ
ル
法
と
同
じ
よ
う
に
、
夫
は
妻
の
持
参
財
産
に
含
ま
れ
る
動
産
に
つ
い
て
「
自
由
に
処
分
」
で
き
た
（
A
LR
II.1
§
247）。
だ
か

ら
、
処
分
に
よ
る
喪
失
の
危
険
が
つ
ね
に
あ
っ
た
の
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
と
同
様
で
あ
る
。
も
と
よ
り
使
用
に
よ
る
自
然

の
損
耗
も
生
じ
う
る
し
、
│
│
す
で
に
「
も
は
や
存
在
し
な
い
」
の
解
釈
で
示
唆
し
た
よ
う
に
│
│
む
し
ろ
A
LR
II.1§
560
の
お

も
な
射
程
範
囲
は
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
婚
姻
継
続
中
に
調
達
さ
れ
た
動
産
が
す
べ
て
夫
の
所
有
に
帰
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
夫
が
自
己
の
名
で
調
達
し
た
も
の
が
夫
に
帰
属
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
妻
が
婚
姻
継
続
中
に
取

得
し
た
も
の
も
夫
の
所
有
に
属
す
る
の
が
原
則
で
あ
り
（
A
LR
II.1
§
211）、
そ
れ
に
よ
る
と
妻
が
特
殊
な
職
業
行
為
で
稼
ぎ
出
し

た
所
得
で
す
ら
一
般
に
夫
が
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
規
定
は
そ
の
よ
う
な
活
動
に
よ
る
も
の
は
除
く
と
い

う
よ
う
に
制
限
的
に
捉
え
ら
れ
、
売
買
や
交
換
な
ど
の
法
律
行
為
に
基
づ
き
自
己
に
属
す
る
財
産
客
体
の
対
価
と
し
て
み
ず
か
ら
の
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た
め
に
取
得
し
た
も
の
も
妻
の
持
参
財
産
に
帰
属
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（

）。
そ
う
す
る
と
、
み
ぎ
の
意
味
に
お
い
て
同
法
と
の
連
続

75

性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
妻
が
自
己
の
所
有
す
る
家
財
道
具
の
状
態
を
み
ず
か
ら
管
理
し
、
婚
姻

継
続
中
に
補
充
さ
れ
た
家
財
道
具
が
夫
の
単
独
所
有
に
帰
す
る
の
を
排
除
で
き
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
留
保
財
産
の
範
囲
が
い

ち
じ
る
し
く
狭
く
、
持
参
財
産
に
つ
い
て
は
夫
が
こ
れ
を
用
益
し
、
か
つ
管
理
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
す
で
に
み
た
よ
う
に

夫
は
持
参
財
産
を
構
成
す
る
動
産
を
自
由
に
処
分
で
き
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
妻
の
同
意
を
必
要
と
す
る
（
A
LR
II.1
§
232）
│
│

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
も
同
様
（

）│
│
も
の
の
、
そ
う
し
た
重
要
な
財
産
で
す
ら
夫
の
管
理
用
益
と
の
関

76

係
で
妻
の
同
意
の
拒
絶
が
許
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
（
A
LR
II.1
§§
234-238,vgl.§
239）。
こ
の
夫
の
強
力
な
権
利
の
反
面
に
お

い
て
、
妻
の
持
参
財
産
に
対
す
る
権
利
は
制
限
さ
れ
、
妻
は
夫
の
同
意
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
債
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず

（
A
LR
II.1
§
320）、
妻
が
持
参
財
産
に
つ
い
て
夫
の
同
意
を
え
ず
に
契
約
を
締
結
し
て
そ
こ
か
ら
履
行
し
た
と
し
て
も
、
契
約
の
拘

束
力
は
な
く
、
夫
は
契
約
相
手
方
に
給
付
物
の
返
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
（

）。
夫
の
後
見
的
地
位
に
よ
っ
て
妻
の
行
為
能
力
は

77

制
限
さ
れ
、
妻
は
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
た
│
│
A
LR
II.1§
211
の
一
般
規
制
と
の
関
係
は
既
述
│
│
が
、
義
務
は
負
担

で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
妻
は
双
方
的
な
行
為
に
つ
い
て
は
「
不﹅

完﹅

全﹅

契
約
」
し
か
締
結
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
（

）。
も

78

と
よ
り
、
そ
も
そ
も
妻
は
家
事
を
担
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
妻
に
は
妻
の
権
利
と
し
て
い
わ
ゆ
る
鍵
の
権
力

（
Schlüsselgew
alt）﹇
日
常
家
事
処
理
権
﹈
が
付
与
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
A
LR
II.1
§
321）。
そ
う
す
る
と
、
妻
は
み
ず
か
ら
家

財
道
具
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
鍵
の
権
力
は
あ
く
ま
で
夫
の
代
理
人
と
し
て
行
使
す
る

も
の
で
あ
り
、
妻
自
身
は
義
務
を
負
担
し
な
い
が
、
権
利
も
ま
た
取
得
で
き
な
か
っ
た
（

）。
家
事
活
動
の
み
に
従
事
す
る
妻
に
所
得
へ

79

の
参
与
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。「
別
産
制
」
と
は
名
ば
か
り
で
、
妻
は
自
分
の
財
産
で
す
ら
夫
に
使
わ
れ
、
み
ず

か
ら
こ
れ
を
自
由
に
運
用
・
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
存
続
保
障
の
合
理
性
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
妻
の
財

産
が
一
般
に
夫
の
管
理
用
益
に
服
し
て
い
た
こ
と
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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さ
て
、
す
で
に
み
た
と
お
り
、
A
LR
II.1
§
560
の
客
体
は
「
動
産
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
文
言
上
は
少
な
く
と
も
家
財
道
具
と
は

接
続
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
家
財
道
具
に
関
連
し
て
、「
先
取
分
（
V
oraus）」
と
い
う
制
度
が
特
定
相
続
と
し
て
お
か
れ
て

い
る
。
の
ち
の
議
論
に
も
関
わ
る
の
で
、
す
こ
し
み
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
配
偶
者
死
亡
の
際
に
、
生
存
配
偶
者
は
│
│
被

相
続
人
の
直
系
卑
属
と
競
合
す
る
場
合
を
除
い
て
│
│
日
常
の
使
用
に
供
さ
れ
て
い
た
寝
具
類
・
食
卓
類
な
ど
を
前
も
っ
て
保
持
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
A
LR
II.1
§§
628,629）。
こ
の
制
度
は
機
能
的
に
は
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
に
類
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、

本
稿
の
文
脈
で
は
区
別
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（

）。
同
制
度
の
趣
旨
は
主
と
し
て
、
生
存
配
偶
者
に
こ
れ
ま
で
の
生
活
を
普
段

80

ど
お
り
に
継
続
さ
せ
る
点
に
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
妻﹅

の﹅

み﹅

な﹅

ら﹅

ず﹅

夫﹅

も﹅

受
益
主
体
と
な
り
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
、
夫
が
さ
き
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
妻
は
A
LR
II.1§
560
の
代
位
に
基
づ
き
所
掲
の
動
産
を
取
り
戻
せ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
こ
の
規
定
の
実
際
上
の
意
義
は
妻
が
先
に
死
亡
し
た
場
合
、
つ
ま
り
夫
が
受
益
主
体
と
な
る
ケ
ー
ス
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。ゲ
ラ
ー
デ
規
制
の
際
に
前
面
に
出
て
い
た
家
財
道
具
の
嫁
資
的
性
格
は
、こ
こ
で
は
後
景
に
退
い
て
い
る
の
で
あ
る
。も
っ

と
も
、
逆
に
い
う
と
、
夫
死
亡
の
ケ
ー
ス
で
子
が
い
な
い
と
き
に
は
妻
は
こ
の
制
度
を
援
用
で
き
た
か
ら
、
代
位
の
規
定
が
な
く
て

も
こ
の
限
り
で
は
不
利
益
を
被
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
が
の
ち
に
代
位
制
度
不
要
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て

援
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

㈢

A
LR
II.1
§
560
の
修
正
作
業

こ
の
よ
う
に
、
A
LR
II.1
§
560
は
、
夫
の
意
思
の
仮
定
と
存
続
保
障
の
観
点
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
あ
ま

り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
（

）が
、
同
条
は
同
法
の
修
正
作
業
の
際
に
削
除
の
憂
き
目
に
あ
っ
て
い
る
。
修
正
草
案
理
由
書
（

）に
よ
れ
ば
そ

81

82

の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
規
定
は
、
新
た
に
調
達
さ
れ
た
物
が
原
目
的
物
の
代
わ
り
と
な
る
、
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
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い
る
。
良
き
家
父
は
使
用
に
よ
り
生
じ
た
動
産
の
欠
損
を
埋
め
合
わ
せ
る
義
務
を
負
い
、
妻
が
こ
れ
を
持
ち
込
ま
な
く
て
も
、
自
己

の
資
力
な
ど
に
よ
っ
て
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
て
い
る
（

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は
適
切
な
も

83

の
で
は
な
い
（

）。
①
「
良
き
家
父
」
は
物
を
み
ず
か
ら
自
分
の
た
め
に
調
達
す
る
。
他
人
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま

84

た
、
②
代
位
の
規
定
は
「
争
い
の
も
と
」
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
妻
が
持
参
し
た
動
産
の
価
格
よ
り
も
、
夫
が
の
ち
に

代
わ
り
に
補
充
し
た
物
の
価
格
が
高
い
場
合
に
は
、
妻
が
よ
り
高
価
な
代
償
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

③
夫
は
法
律
上
妻
の
す
べ
て
の
持
参
財
産
を
管
理
用
益
し
、
法
定
の
制
限
内
で
こ
の
権
利
を
用
い
る
限
り
、
物
の
使
用
に
よ
る
損
耗

に
つ
い
て
夫
が
責
任
を
負
う
理
由
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
A
LR
II.1
§
560
は
そ
の
代
わ
り
に
調
達
さ
れ
た
物
を
妻
に
帰
属
せ

し
め
て
お
り
、
こ
の
原
則
と
「
矛
盾
」
し
て
い
る
。
①
は
仮
定
的
意
思
に
よ
る
根
拠
づ
け
に
対
す
る
批
判
、
②
は
価
値
の
不
均
衡
が

生
じ
う
る
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
③
に
よ
れ
ば
要
す
る
に
、
妻
は
自
己
が
持
参
し
た
動
産
に
関
す
る
損
耗
に
よ
る
リ
ス
ク
を

自
分
自
身
で
負
担
せ
よ
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
れ
は
、│
│
総
体
上
の
用
益
権
あ
る
い
は
夫
の
管
理
用
益
権
を
根
拠
と
す
る
│
│

特
別
な
存
続
保
障
を
不
要
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
基
礎
づ
け
は
か
な
ら
ず
し
も
明
白
で
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
れ
ら
の
批
判
は
の
ち
の
議
論
の
際
の
批
判
の
先
駆
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈣

そ
の
他
の
代
位

ド
イ
ツ
民
法
典
と
の
対
比
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
が
、
⑴
持
参
財
産
の
資
力
代
位
と
、
⑵
留
保
財
産
の
代
位
に
つ
い

て
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
か
も
問
題
と
な
り
う
る
。

⑴
の
問
題
は
、
家
財
道
具
の
代
位
の
導
入
と
の
関
連
で
密
接
な
つ
な
が
り
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

に
よ
れ
ば
、
夫
が
持
参
財
産
の
資
力
を
用
い
て
取
得
し
た
も
の
は
夫
の
所
有
に
帰
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
限
り

で
は
ド
イ
ツ
民
法
典
の
資
力
代
位
（
BGB
§
1381
a.F.）
も
同
様
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
ち
に
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
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同
条
は
、
夫
が
持
参
財
産
の
計
算
で
取
得
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
出
発
す
る
た
め
に
、
代
位
物
の
対
象
か
ら
不
動
産
な

ど
を
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
A
LR
II.1
§§
240,241
が
、
持
参
財
産
に
基
づ
き
取
得
さ
れ
た
不
動
産
な
ど
に
つ

き
、
妻
名
義
の
も
の
に
限
っ
て
妻
の
所
有
に
帰
す
る
と
し
て
い
る
の
は
、
BGB
§
1381
a.F.に
比
し
て
格
別
妻
の
保
護
に
薄
い
わ

け
で
は
な
い
（

）。
問
題
は
、
動
産
に
つ
い
て
も
一
般
に
、
│
│
A
LR
II.1§
560
に
当
た
ら
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
使
い
古
し
た
動
産

85

の
代
わ
り
を
補
充
し
た
ケ
ー
ス
を
除
い
て
│
│
代
位
が
排
除
さ
れ
、
夫
が
持
参
財
産
の
資
力
を
用
い
て
購
入
や
譲
渡
を
し
た
場
合
に

も
、
妻
が
所
有
者
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
夫
が
妻
の
債
務
者
と
な
る
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（

）。
こ
の
規
律
は

86

BGB
§
1381
a.F.と
は
顕
著
に
異
な
る
。
こ
の
立
場
を
「
代
位
敵
対
的
（

）」
と
一
言
で
説
明
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

87

も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
分
析
し
て
み
よ
う
。
す
ぐ
あ
と
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
資
力
代
位
は
第
二
草
案
に
お
い
て
は
じ
め
て
導
入
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、そ
の
契
機
は
、第
一
草
案
と
は
異
な
り
、夫
は
一
般
に
妻
の
名
で
代
理
人
と
し
て
行
為
す
る
の
で
は
な
く
、
│
│

同
意
が
不
要
な
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
必
要
な
場
合
を
も
含
め
て
│
│
自
己
の
名
で
行
為
し
う
る
と
さ
れ
た
点
、
そ
う
す
る
と
、
夫
が

持
参
財
産
の
計
算
で
持
参
財
産
の
資
力
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
も
夫
の
所
有
と
な
り
、
妻
は
た
ん
な
る
債
務
者
に
な
っ
て
し
ま
う

が
、
妻
の
破
産
特
権
が
排
除
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
で
は
妻
の
保
護
に
欠
け
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト

法
に
お
い
て
、
夫
が
一
般
に
代
理
人
と
し
て
行
為
し
た
の
か
、
自
己
の
名
で
行
為
し
た
の
か
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
し
な
い
（

）。
し
か

88

し
な
が
ら
、
こ
の
問
い
は
と
も
か
く
、
の
ち
に
廃
止
さ
れ
た
と
は
い
え
、
同
法
に
お
い
て
は
当
初
夫
が
破
産
し
た
際
に
妻
の
特
権
が

認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
（

）が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
事
情
│
│
後
者
が
、
代
位
の
不
存
在
の
合
理
性
を
支
え
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

89

よ
う
。

な
お
、
⑵
留
保
財
産
の
代
位
は
、
持
参
財
産
の
代
位
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
夫
の
管
理
用
益
に
服
す
る
持
参
財

産
の
代
位
物
を
妻
に
帰
属
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
妻
が
管
理
用
益
を
に
な
う
留
保
財
産
の
代
位
物
を
│
│
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
持
参

財
産
と
な
り
、
夫
の
管
理
用
益
に
服
し
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
│
│
ふ
た
た
び
留
保
財
産
に
割
り
当
て
る
と
い
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う
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
と
は
定
式
・
範
囲
は
異
な
る
も
の
の
（
BGB
§
1370
a.F.）、
プ
ロ
イ

セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
も
こ
れ
を
認
め
て
い
た
こ
と
（
A
LR
II.1
§§
217,218
（

））
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

90

四

ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
│
│
原
初
規
定

１
〝
夫
に
よ
る
婚
姻
上
の
管
理
と
用
益
の
体
系
〞

ド
イ
ツ
民
法
典
（
一
八
九
六
年
）
の
編
纂
の
際
に
は
、
各
地
域
に
お
け
る
法
の
分
裂
状
況
を
前
に
し
て
、
そ
も
そ
も
全
ド
イ
ツ
に

統
一
的
な
夫
婦
財
産
制
が
創
設
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
点
か
ら
議
論
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
、

法
定
財
産
制
と
し
て
管
理
共
同
制
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
と
な
ら
ん
で
夫
婦
間
の
契
約
に
基
づ
く
他
の
財
産
制
、
す
な
わ
ち
別
産
制
の

ほ
か
、
一
般
的
財
産
共
同
制
、
所
得
共
同
制
、
動
産
共
同
制
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（

）。
起
草
者
プ
ラ
ン
ク
に
よ
る
と
、
管
理

91

共
同
制
は
、
所
得
共
同
制
と
同
じ
く
、「
夫
婦
双
方
の
財
産
の
帰
属
は
婚
姻
締
結
に
よ
っ
て
も
変
更
さ
れ
な
い
が
、
双
方
の
財
産
と

労
働
に
よ
り
え
ら
れ
た
収
益
は
、
夫
婦
が
み
ず
か
ら
共
同
で
義
務
づ
け
ら
れ
る
婚
姻
費
用
を
ま
か
な
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
と

こ
ろ
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
妻
の
財
産
は
夫
の
財
産
と
夫
の
も
と
で
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
思
想
を
基
礎
と

す
る
が
、
所
得
共
同
制
と
は
異
な
り
、
こ
の
思
想
は
「
双
方
の
財
産
と
労
働
の
収
益
が
次
の
よ
う
に
し
て
夫
に
委
ね
ら
れ
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
（

）。
す
な
わ
ち
、「（
妻
が
独
立
の
所
得
活
動
を
営
む
際
に
修
正
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
を
留
保
す
れ
ば
）
夫
は
そ
の

92

単
独
所
有
権
を
保
持
す
る
が
、
し
か
し
他
方
で
婚
姻
費
用
に
つ
い
て
は
夫
が
単
独
で
負
担
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
方

法
」
で
あ
る
。
管
理
共
同
制
が
法
定
財
産
制
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
財
産
制
が
も
っ
と
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
の
ほ
か
、
プ
ロ
イ
セ
ン
が
政
治
的
に
優
位
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
大
き
い
。

ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
「
管
理
共
同
制
」
│
│
正
確
に
は
〝
夫
に
よ
る
婚
姻
上
の
管
理
と
用
益
の
体
系
〞
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
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あ
る
（

）│
│
で
は
、
夫
と
妻
の
財
産
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
が
、
妻
の
財
産
は
一
般
に
「
持
参
財
産
（
eingebrachtes
Gut）」
で
あ
る

93
と
さ
れ
、
婚
姻
締
結
と
と
も
に
「
夫
の
管
理
と
用
益
に
服
す
る
」（
BGB
§
1364
IIa.F.）。
妻
が
婚
姻
継
続
中
に
取
得
す
る
財
産
も

ま
た
持
参
財
産
に
属
す
る
（
BGB
§
1363
IIa.F.）。
も
っ
と
も
、「
留
保
財
産
（
V
orbehaltsgut）」
に
対
し
て
は
夫
の
管
理
用
益
は

及
ば
な
い
（
BGB
§
1365
a.F.）。
こ
れ
に
は
法
定
の
も
の
の
ほ
か
、
夫
婦
財
産
契
約
に
よ
る
も
の
が
あ
り
（
BGB
§
1368
a.F.）、
法

定
留
保
財
産
と
し
て
は
最
初
に
、
妻
の
専
用
に
供
せ
ら
れ
る
物
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
BGB
§
1366
a.F.

（

））。
つ
ま
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン

94

一
般
ラ
ン
ト
法
の
骨
格
が
承
継
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
両
者
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
（

）。
と
り
わ
け
、
留

95

保
財
産
の
範
囲
が
い
ち
じ
る
し
く
拡
張
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
妻
が
相
続
や
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
（
BGB
§

1369a.F.）
の
み
な
ら
ず
、
妻
の
労
働
お
よ
び
独
立
の
営
業
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
（
BGB
§
1367a.F.）
も
留
保
財
産
に
属
す

る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で
は
前
者
は
持
参
財
産
に
属
し
、
後
者
は
文
面
に
よ
れ
ば
持
参
財
産
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
夫
の

財
産
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
同
法
に
お
い
て
は
妻
の
行
為
能
力
が
制
限
さ
れ
、
夫
の
同
意
な
く
し
て
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
妻
の
独
立
の
行
為
能
力
の
承
認
か
ら
出
発
し
、
妻
の
義
務
負
担
能
力
を

制
限
し
て
い
な
い
（
BGB
§
1399
a.F.）
点
も
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
、
持
参
財
産
に
関
す
る
限
り
、

妻
が
夫
に
よ
っ
て
自
己
の
財
産
を
用
益
さ
れ
、
そ
の
管
理
│
│
正
常
な
管
理
（
BGB
§
1374
a.F.）
│
│
に
服
し
て
い
た
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
夫
は
妻
の
同
意
が
な
け
れ
ば
持
参
財
産
を
処
分
で
き
な
い
の
が
原
則
で
あ
っ
た
（
BGB
§
1375
a.F.）

け
れ
ど
も
、
│
│
動
産
一
般
で
は
な
い
と
い
う
点
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
│
│
金
銭
そ
の
ほ
か
の
消
費
物
な
ど
に
つ
い
て
は
例
外

で
あ
る
と
さ
れ
（
BGB
§
1376
a.F.）、
持
参
財
産
の
正
常
な
管
理
に
必
要
で
あ
る
の
に
、
十
分
な
根
拠
な
く
妻
が
同
意
を
拒
絶
す
る

と
き
に
は
、
後
見
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
意
を
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
BGB
§
1379
a.F.）。
妻
に
は
た
し
か

に
独
立
の
行
為
能
力
が
あ
り
、
義
務
負
担
能
力
ま
で
は
認
め
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
夫
の
権
利
と
の
競
合
が
生
じ
る
た
め
に
、
妻

が
持
参
財
産
に
つ
い
て
処
分
行
為
を
お
こ
な
う
に
は
夫
の
同
意
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
BGB
§
1395
a.F.）。
独
立
の
営
業
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行
為
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
が
留
保
財
産
に
含
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
際
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
金
銭
に
つ
い

て
は
夫
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
だ
け
支
弁
で
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
そ
う
変
わ
ら
な
か
っ

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（

）。
も
と
よ
り
、
主
婦
婚
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
妻
に
は
婚
姻
の
一
般
的
効
果
と
し
て
鍵
の
権
力

96

﹇
日
常
家
事
処
理
権
﹈
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
妻
は
こ
の
権
利
に
よ
っ
て
日
常
家
事
を
処
理
し
、
家
財
道
具
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
同
法
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
際
に
は
夫
の
代
理
と
し
て
行
為
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た

（
BGB
§
1357
a.F.）。
つ
ま
り
、
妻
の
財
産
の
所
有
関
係
に
変
動
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
本
質
的
な
権
能
が
な
お
夫
に
握
ら
れ
、
妻

は
手
と
足
を
縛
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
や
は
り
妻
は
自
分
の
財
産
を
自
由
に
運
用
・
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
管
理
共
同
制
の
際
に
は
三
つ
の
代
位
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
留
保
財
産
の
代
位
に
関
す
る
BGB
§
1370

a.F.,②
持
参
財
産
の
資
力
代
位
を
定
め
る
BGB
§
1381
a.F.,そ
し
て
、
③
持
参
財
産
中
の
家
財
道
具
に
関
す
る
代
位
を
定
め
る

BGB
§
1382
a.F.で
あ
る
。
①
BGB
§
1370
a.F.に
よ
れ
ば
、
妻
の
え
た
留
保
財
産
の
代
位
物
は
│
│
夫
の
管
理
用
益
に
服
す

る
持
参
財
産
で
は
な
く
│
│
ふ
た
た
び
留
保
財
産
に
帰
属
す
る
。
代
位
物
の
種
類
は
、
⒜
「
留
保
財
産
に
属
す
る
権
利
に
基
づ
き
」

取
得
す
る
も
の
、
⒝
「
留
保
財
産
に
属
す
る
も
の
の
滅
失
、
損
傷
ま
た
は
侵
奪
の
代
償
と
し
て
」
取
得
す
る
も
の
、
⒞
「
留
保
財
産

に
関
す
る
法
律
行
為
に
よ
っ
て
」
取
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
②
BGB
§
1381
a.F.は
一
項
に
お
い
て
、
⒟
「
夫
が
持
参
財

産
の
資
力
に
よ
っ
て
動
産
を
取
得
す
る
場
合
、
そ
の
所
有
権
は
取
得
と
と
も
に
妻
に
移
転
す
る
」
と
定
め
、「
た
だ
し
、
夫
が
持
参

財
産
の
計
算
に
よ
り
取
得
す
る
意
思
が
な
い
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
続
け
た
あ
と
、
代
位
物
に
つ
い
て
と
く
に
「
無
記
名
証

券
お
よ
び
白
地
裏
書
あ
る
指
図
証
券
」
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
二
項
に
お
い
て
こ
の
規
定
は
、「
前
項
に
掲
げ
た

物
の
上
に
権
利
を
取
得
し
、
ま
た
は
、
譲
渡
契
約
の
み
に
よ
り
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
権
利
を
取
得
す
る
と
き
」
に
準
用
す

る
と
定
め
る
。
③
BGB
§
1382
a.F.は
す
で
に
最
初
に
み
た
と
お
り
、
夫
が
「
妻
か
ら
持
参
さ
れ
た
が
、
も
は
や
存
在
し
な
い
ま

た
は
価
値
の
喪
失
し
た
も
の
の
代
わ
り
に
調
達
す
る
家
財
道
具
」
を
ふ
た
た
び
持
参
財
産
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
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は
、
約
定
財
産
制
に
お
け
る
お
の
お
の
の
対
応
財
産
に
も
通
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
留
保
財
産
の
代
位
は
、
一
般
的
財
産
共

同
制
・
所
得
共
同
制
・
動
産
共
同
制
に
お
け
る
留
保
財
産
に
準
用
さ
れ
（
BGB
§§
1440IIa.F.,1526Ia.F.,1549a.F.）、
②
所
得
共

同
制
と
動
産
共
同
制
に
お
け
る
持
参
財
産
に
は
、
資
力
代
位
に
相
当
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
BGB
§§
1524
a.F.,1554
a.

F.）。
興
味
深
い
こ
と
に
、
③
家﹅

財﹅

道﹅

具﹅

の﹅

代﹅

位﹅

も﹅

ま﹅

た﹅

、
所﹅

得﹅

共﹅

同﹅

制﹅

と﹅

動﹅

産﹅

共﹅

同﹅

制﹅

に﹅

お﹅

け﹅

る﹅

持﹅

参﹅

財﹅

産﹅

に﹅

準﹅

用﹅

さ﹅

れ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

（
BGB
§§
1525
IIa.F.,1550
IIa.F.

（

））。
97

規
範
内
容
が
複
雑
な
の
で
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
（

）。
⒜
か
ら
⒟
ま
で
の
定
式
は
、
夫
婦
財
産
法
の
み
な
ら
ず
、
相
続
回
復
請

98

求
権
・
共
同
相
続
財
産
・
先
位
相
続
財
産
・
親
子
財
産
・
組
合
財
産
の
際
に
も
│
│
「
留
保
」「
持
参
」
を
そ
れ
ぞ
れ
適
当
な
財
産

名
に
変
更
し
た
か
た
ち
で
│
│
み
い
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
財
産
に
お
け
る
代
位
の
定
式
は
お
の
お
の
、
⒜
結
果
取
得
、

⒝
代
償
代
位
、
⒞
関
係
取
得
、
⒟
資
力
代
位
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
⒜
と
⒝
は
お
も
に
法
律
に
よ
り
生
じ

る
代
位
物
（
法
律
的
代
位
）、
⒞
と
⒟
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
代
位
物
（
法
律
行
為
的
代
位
）
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
⒜

と
⒝
は
ま
と
め
て
一
緒
に
定
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
、
こ
れ
ら
は
「
通
例
条
項
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
物
上
代
位
は
一
般
に
、
意
思
と
は
無
関
係
に
生
ず
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
例
外
的
に
、
明
文
上
〝
当
該
財

産
の
計
算
に
よ
り
取
得
す
る
意
思
〞
が
求
め
ら
れ
、
こ
の
こ
と
と
の
関
係
上
対
象
が
動
産
や
譲
渡
可
能
な
権
利
に
限
定
さ
れ
、
不
動

産
な
ど
が
排
除
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
留
保
財
産
の
代
位
（
①
）
は
代
位
物
と
し
て
、
⒜
⒝
⒞
を
把
握
す
る
が
、
持
参
財
産
の
資

力
代
位
（
②
）
で
は
⒟
の
み
が
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
│
│
例
外
ケ
ー
ス
と
し
て
│
│
「
持
参
財
産
の
計
算
に
よ
り
取
得
す
る
意
思
」

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
稿
の
直
接
の
対
象
で
あ
る
、
家
財
道
具
の
代
位
（
③
）
が
体
系
上
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
い
に
は
ま
た
あ
と
で
触
れ
る
が
、
一
般
に
は
、
家
財
道
具
は
「
財
産
」
で
は
な

く
「
集
合
物
」
の
一
つ
で
あ
り
、
⒜
な
い
し
⒟
の
定
式
で
表
現
さ
れ
る
財
産
上
の
代
位
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集
合
物
上
の
代
位
の
ひ

と
つ
に
定
位
さ
れ
て
い
る
。
代
位
論
の
主
要
な
課
題
は
、
様
々
な
定
式
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
こ
う
し
た
相
違
は
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正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
（

）。
あ
く

99

ま
で
家
財
道
具
の
代
位
を
中
心
と
し
つ
つ
、
そ
れ
に
必
要
な
限
り
で
、
他
の
代
位
、
と
り
わ
け
持
参
財
産
の
資
力
代
位
の
問
題
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
が
家
財
道
具
の
代
位
を
対
象
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
く
に
持
参
財
産
の
資
力
代
位
に
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
は
、
直
接
に
は
そ
の
立
法
史
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
持
参
財
産
に
関
す
る
代
位
は
と
も
に
、
│
│
留
保
財
産
の
代
位
が
す
で

に
部
分
草
案
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
（

）の
と
異
な
り
│
│
第
一
草
案
ま
で
は
規
定
が
な
く
、
第
二
委
員
会
の
な
か
で
は
じ
め
て
取

100

り
上
げ
ら
れ
た
（

）が
、
そ
の
際
に
は
も
と
も
と
は
一
つ
の
条
文
の
前
文
・
後
文
と
し
て
提
案
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
だ
か
ら
、

101

家
財
道
具
の
代
位
を
読
み
解
く
に
は
、
持
参
財
産
の
資
力
代
位
も
ま
た
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
考
察
の
際
に
は
、
第
一
草

案
ま
で
は
な
ぜ
規
定
が
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
二
委
員
会
に
お
い
て
提
案
が
な
さ
れ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
議
論
の
理
解
の
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
両
者
の
特
徴
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
両
者
の
も
っ
と
も
大
き
な
差
異
は
、
原﹅

目﹅

的﹅

物﹅

と﹅

代﹅

位﹅

物﹅

の﹅

関﹅

係﹅

に
あ
る
。
資
力

代
位
に
お
い
て
は
、
持
参
財
産
の
資
力
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
も
の
│
│
た
と
え
ば
、
持
参
財
産
に
属
す
る
金
銭
を
用
い
て
動
産
を

取
得
し
た
場
合
や
、
動
産
の
譲
渡
の
対
価
│
│
が
持
参
財
産
に
帰
属
す
る
。
厳
密
に
い
う
と
、「
資
力
」
に
つ
い
て
は
物
権
的
な
権

利
に
限
ら
れ
る
か
、
そ
れ
よ
り
も
ひ
ろ
く
捉
え
ら
れ
る
か
に
争
い
が
あ
り
、〝
代
位
物
〞
に
つ
い
て
も
み
ぎ
の
よ
う
な
場
合
に
物
権

取
得
だ
け
を
決
定
的
な
も
の
と
み
る
の
か
、
ま
ず
反
対
「
債
権
」
を
取
得
し
、
履
行
行
為
に
よ
っ
て
こ
の
債
権
の
消
滅
の
代
位
物
と

し
て
「
物
権
」
を
取
得
す
る
と
み
る
の
か
と
い
う
問
題
や
、
夫
の
処
分
が
無
効
で
あ
る
と
き
に
│
│
金
銭
な
ど
、
法
上
夫
に
処
分
権

が
属
す
る
場
合
、
妻
が
処
分
に
同
意
し
ま
た
は
後
見
裁
判
所
が
こ
の
同
意
を
補
充
し
た
場
合
の
ほ
か
、
善
意
取
得
に
よ
っ
て
処
分
が

有
効
に
な
り
う
る
場
合
を
除
く
│
│
代
位
は
生
じ
う
る
の
か
、
追
認
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
い
つ
ま
で
に
追
認
が
必
要
な
の
か
な

ど
の
問
題
が
あ
る
（

）と
と
も
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
文
上
夫
の
「
持
参
財
産
の
計
算
に
よ
り
取
得
す
る
意
思
」
が
要
求
さ
れ
、

102

ドイツ管理共同制における家財道具の物上代位規定

657



そ
の
関
係
で
不
動
産
な
ど
が
代
位
物
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
と
も
か
く
代
位
が
生
じ
る
際
に
は
、

両
者
の
密
接
な
関
連
性
│
│
前
者
が
後
者
の
「
反
対
給
付
（

）」
を
形
成
す
る
│
│
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
家
財
道
具
の
代

103

位
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
連
性
は
存
し
な
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
妻
が
持
参
し
た
食
卓
机
が
壊
れ
た
た
め
に
夫
が
新
し
い
食
卓
机
を

購
入
し
た
場
合
、
新
し
い
机
の
所
有
権
は
妻
の
持
参
財
産
に
帰
属
す
る
。
た
し
か
に
、
両
者
の
間
に
は
使
い
古
し
た
た
め
に
補
充
が

必
要
に
な
っ
た
と
い
う
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
が
、
反
対
給
付
関
係
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
資
力
の

出
所
と
の
関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
夫
と
妻
の
い
ず
れ
の
資
力
が
用
い
ら
れ
た
の
か
は
問
わ
れ
な
い
。
冒
頭
の
設
例
の

よ
う
に
、
夫
が
自
己
の
金
銭
で
机
を
購
入
し
た
と
し
て
も
、
妻
が
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、

や
は
り
机
の
所
有
者
で
あ
っ
た
妻
が
損
耗
に
よ
る
喪
失
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
二
つ
の
代
位

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
家
財
道
具
の
調
達
の
た
め
に
持
参
財
産
の
資
力
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
い
ず
れ
が
優
先
す
る
の
か
と
い
う
問

題
が
生
じ
う
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
家
財
道
具
の
代
位
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
資
力
代
位
は
肯
定
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
な
の
に
当
初
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
、

規
定
の
際
に
夫
の
意
思
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
逆
に
、
ど
う
し
て
「
家
財
道
具
」
に
つ
い
て
だ
け
、
こ
う
し

た
緩
や
か
な
つ
な
が
り
の
も
と
に
代
位
を
認
め
、
し
か
も
明
文
上
夫
の
意
思
を
不
要
と
し
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ

ピ
ー
ゲ
ル
法
・
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
の
対
比
が
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
立
法
資
料
（

）を
読
む
際
に
は
、
以
上
の
問

104

題
・
視
点
を
意
識
し
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

）。
105

２

BG
B
§
1382
a.F.の
立
法
過
程

㈠

持
参
財
産
に
お
け
る
代
位
の
不
存
在
│
│
部
分
草
案
か
ら
第
一
草
案
ま
で

第
一
草
案
に
お
い
て
持
参
財
産
の
代
位
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
、
第
二
委
員
会
の
主
委
員
会
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
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い
る
（

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
代
位
の
要
否
は
、
夫
が
妻
の
持
参
財
産
を
管
理
す
る
際
の
方
式
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
る
。
第
一
草
案
の
構

106
想
に
よ
れ
ば
、
夫
が
妻
の
持
参
財
産
に
関
す
る
法
律
行
為
を
お
こ
な
う
場
合
、
夫
は
妻
の
代
理
人
と
し
て
現
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ

る
。
夫
は
代
理
権
に
基
づ
き
妻
の
名
に
お
い
て
管
理
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
効
果
は
直
接
に
妻
に
生
じ
、
取
得
さ

れ
た
権
利
は
持
参
財
産
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
代
位
の
効
果
は
代
理
に
よ
っ
て
す
で
に
生
じ
て
い
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
代
位
を
定

め
る
必
要
は
な
か
っ
た
（

）。
第
二
委
員
会
は
こ
れ
と
は
本
質
的
に
異
な
る
立
場
に
与
し
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
代﹅

理﹅

権﹅

107

（
V
ollm
acht）
で
は
な
く
同﹅

意﹅

（
Zustim
m
ung）
を
中
心
に
す
え
る
体
系
で
あ
る
。
夫
が
持
参
財
産
に
関
す
る
法
律
行
為
を
お
こ
な

う
際
に
代
理
権
の
付
与
を
求
め
る
の
は
首
尾
一
貫
し
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
管
理
権
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
妻
の
保
護
は

必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
妻
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
そ
う
し
た
同
意
な
く
し
て
処
分
で
き
る
場
合

に
は
夫
は
自
己
の
名
で
行
為
し
て
よ
く
、
ま
た
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
も
妻
の
同
意
を
え
て
自
己
の
名
で
行
為
す
る
か
、
妻
の
名
で

行
為
す
る
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
夫
は
通
常
は
自
己
の
名
で
行
為
す
る
か
ら
、
持
参
財
産
は
対
外
的
に
は
夫
の
財

産
で
あ
る
か
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
第
三
者
と
の
関
係
で
は
も
っ
ぱ
ら
夫
が
権
利
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
妻

は
自
己
の
財
産
を
処
分
さ
れ
る
が
、
取
得
さ
れ
た
財
産
は
妻
で
は
な
く
、
夫
に
直
接
帰
属
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
代
位

の
規
定
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
説
明
は
、
資
力
代
位
が
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
だ
け
で
、
家
財
道
具
の
代
位
が

定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
十
分
に
応
え
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
規
定
は
、
夫
が
自
己

の
資
力
に
よ
り
家
財
道
具
を
調
達
す
る
場
合
も
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
第
一
草
案
の
立
場
に
た
っ
た
と
し
て

も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
夫
は
自
己
の
名
で
行
為
し
、
そ
の
効
果
は
夫
に
の
み
帰
属
し
た
か
ら
、
も
し
管
理
の
方
式
だ
け
で
代
位
の
要
否

が
決
ま
っ
て
い
た
な
ら
、
家
財
道
具
の
代
位
の
規
定
は
当
初
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

第
一
草
案
に
は
そ
う
し
た
規
定
は
な
い
。
第
一
草
案
理
由
書
の
編
纂
者
は
そ
の
理
由
を
、
夫
は
妻
の
持
参
財
産
の
対
象
に
生
じ
た
通
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常
の
損
耗
に
つ
い
て
も
義
務
・
責
任
を
負
担
す
る
か
、
と
い
う
角
度
か
ら
述
べ
て
い
る
（

）。
そ
の
論
旨
は
次
の
三
点
に
整
理
で
き
よ
う
。

108

体
系
的
に
み
る
と
、
①
属
具
を
と
も
な
う
土
地
を
目
的
と
す
る
用
益
権
（
E
I§
1000
=
BGB
§
1048）﹇
の
際
に
は
、
用
益
権
者
は
属

具
を
構
成
す
る
物
の
通
常
の
損
耗
の
場
合
も
含
め
て
代
償
を
調
達
す
る
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
調
達
物
は
属
具
へ
の
「
組
入
れ
」
時
に
属
具

所
有
者
の
所
有
に
属
す
る
と
あ
る
が
、
こ
の
ル
ー
ル
﹈
は
あ
く
ま
で
「
例
外
」
で
あ
り
、
一
般
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

「
倫
理
的
基
礎
に
基
づ
く
夫
婦
間
の
関
係
」
に
は
通
常
の
損
耗
に
関
す
る
無
条
件
の
代
償
義
務
は
適
し
な
い
。
内
在
的
な
い
し
実
質

的
に
は
、
た
し
か
に
、
②
「﹇
管
理
共
同
制
﹈
体
系
の
基
本
思
想
」
に
よ
れ
ば
、
妻
は
あ
く
ま
で
財
産
の
収
益
に
よ
っ
て
の
み
婚
姻
生

活
上
の
負
担
に
寄
与
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
本
体
は
返
還
し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
い
婚
姻
生
活
の
間

に
妻
の
財
産
が
通
常
の
損
耗
に
よ
っ
て
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
か
し
、
夫
が
つ
ね
に
代
償
を
供
与

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
硬
直
的
な
清
算
を
意
味
し
、
し
ば
し
ば
夫
に
と
っ
て
苛
酷
に
な
る
反
面
、
妻
に
生
じ
う
る
不
利

益
は
、
少
な
く
と
も
、
夫
の
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
際
に
、
家
財
道
具
・
婚
姻
生
活
に
属
す
る
世
帯
道
具
の
先
取
り
が
認
め
ら
れ

る
﹇
遺
贈
と
し
て
構
成
さ
れ
る
点
を
除
い
て
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
同
様
﹈（
E
I§
1971
=
BGB
§
1932
a.F.）
限
り
に
お
い
て
、

い
く
ら
か
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
法
状
況
を
み
る
と
、
③
現
行
法
は
一
般
に
通
常
の
損
耗
の
際
の
義
務
を
定
め
て
い
な
い
（
A
LR
II.1

§
561
な
ど
）。
た
し
か
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
A
LR
II.1
§
560
に
よ
っ
て
こ
の
一
般
原
則
を
修
正
し
て
い
る
が
、
こ

の
規
定
は
修
正
草
案
理
由
書
の
い
う
よ
う
に
（

）、「
実
際
上
の
観
点
か
ら
も
、
夫
の
意
思
の
推
定
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
」
正
当
な
も

109

の
と
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
第
一
草
案
で
は
、
持
参
財
産
上
の
代
位
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
構
想
│
│
代
理
権
に
基

づ
く
妻
の
名
に
よ
る
管
理
、
通
常
の
損
耗
の
際
の
義
務
の
不
存
在
│
│
は
、
プ
ラ
ン
ク
起
草
の
部
分
草
案
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
（

）。
110

㈡

代
位
規
定
の
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
│
│
第
二
委
員
会
の
審
議
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
ま
で
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第
一
草
案
の
提
示
し
た
夫
婦
財
産
制
の
構
想
に
は
様
々
な
角
度
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
た
。
本
稿
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
、
①
管
理

共
同
制
に
よ
る
と
所
得
に
対
す
る
妻
の
寄
与
が
評
価
さ
れ
な
い
と
い
う
批
判
、
②
夫
が
妻
の
持
参
財
産
を
管
理
す
る
際
に
は
自
己
の

名
で
行
為
す
る
と
い
う
構
成
を
志
向
す
る
主
張
で
あ
る
（

）。
帝
国
司
法
庁
準
備
委
員
会
が
家
族
法
に
つ
き
審
議
を
し
た
形
跡
は
見
当
た

111

ら
ず
（

）、
そ
の
検
討
は
第
二
委
員
会
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
。
夫
婦
財
産
法
に
つ
い
て
は
副
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
審
議
し
、
そ

112
の
成
果
で
あ
る
反
対
草
案
を
も
と
に
主
委
員
会
で
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
②
に
つ
い
て
は
本
質
的
な
修
正

が
な
さ
れ
た
が
、
①
の
点
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
後
者
に
つ
い
て
も
代
位
の
文
脈
で
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
、

こ
の
視
点
か
ら
管
理
共
同
制
下
の
代
位
を
正
当
化
す
る
方
向
が
の
ち
に
有
力
に
な
っ
て
い
く
。
以
下
、
持
参
財
産
に
お
け
る
代
位
の

成
立
経
緯
を
考
察
し
よ
う
（

）。
あ
ら
か
じ
め
、
こ
こ
で
は
「
代
位
に
関
す
る
諸
原
則
（

）」
の
存
在
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
、
そ
の
適
否
と

113

114

範
囲
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

主
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
副
委
員
会
に
よ
る
反
対
草
案
§
m
の
特
徴
は
、
持
参
財
産
の
資
力
代
位
と
家
財
道
具
の
代
位
、
つ
ま

り
BGB
§
1381
a.F.と
BGB
§
1382
a.F.の
原
規
定
を
、
ひ
と
つ
の
条
文
の
前
文
と
後
文
に
ま
と
め
、
前
者
の
代
位
物
が
「
持

参
財
産
と
な
る
」
と
し
た
あ
と
、
後
者
の
代
位
物
も
「
ま
た
同
じ
」
と
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
⑴
副
委
員
会
が
両

者
を
ま
と
め
て
提
示
し
た
理
由
と
、
⑵
家
財
道
具
を
対
象
と
す
る
後
文
を
わ
ざ
わ
ざ
付
加
し
た
の
は
な
ぜ
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ

ら
の
問
い
に
絞
っ
て
多
数
意
見
（

）の
説
く
と
こ
ろ
を
分
析
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
⑴
前
文
の
際
に
は
「
妻
の
利
益
の

115

た
め
に
持
参
財
産
を
そ
の
本
体
の
ま
ま
で
維
持
す
る
、
と
い
う
立
法
目
的
が
代
位
の
諸
原
則
の
適
用
を
端
的
に
正
当
化
す
る
」
と
説

か
れ
、
後
者
は
「
持
参
財
産
の
本
体
が
妻
の
利
益
に
お
い
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
方
を
首
尾
一
貫
し
た
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
持
参
財
産
の
本
体
の
維
持
と
い
う
点
で
趣
旨
が
共
通
す
る
と
こ
ろ
、
一
条
に
ま
と
め
ら
れ

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑵
家
財
道
具
に
つ
き
後
文
を
起
草
し
た
の
は
、
そ
れ
が
「
夫
婦
の
通
常
の
意
図
」
に
合
致
す
る

か
ら
で
あ
る
と
し
、
続
け
て
、
│
│
お
そ
ら
く
第
一
草
案
理
由
書
の
理
由
な
い
し
批
判
の
③
﹇
現
行
法
は
一
般
に
代
位
を
認
め
て
い
な
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い
﹈
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
│
│
こ
の
規
律
は
管
理
共
同
制
を
現
行
法
と
す
る
と
こ
ろ
の
法
的
確
信
に
も
合
致
す
る
、
ザ
ク
セ
ン

で
は
、
妻
が
持
参
し
た
布
製
品
が
洗
濯
に
よ
っ
て
損
耗
し
た
と
こ
ろ
夫
が
新
た
に
こ
れ
を
補
充
し
た
と
き
に
は
、
妻
の
名
で
サ
イ
ン

す
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

主
委
員
会
に
お
け
る
反
対
草
案
§
m
の
審
議
で
は
、
プ
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
削
除
案
が
提
案
さ
れ
た
も
の
（

）の
、
多
数
意
見
は
こ
の

116

規
定
を
維
持
し
、
│
│
の
ち
に
み
る
文
言
の
付
加
を
除
い
て
│
│
第
二
草
案
で
は
ド
イ
ツ
民
法
典
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
設
け
ら
れ

た
（
E
II§§
1279,1280）。
結
果
と
し
て
二
つ
の
条
文
に
分
け
ら
れ
た
の
は
、
両
者
が
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
議
論
さ
れ
、
異
な
る

要
件
が
定
立
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
（

）。
117

資
力
代
位
の
際
に
は
必
要
性
、
夫
の
意
思
、
対
象
の
制
限
の
三
点
が
問
題
と
な
る
。
多
数
意
見
の
論
旨
（

）を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、

118

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
⒜
夫
は
妻
の
持
参
財
産
を
代
理
人
と
し
て
で
は
な
く
、
同
意
に
基
づ
き
自
己
の
名
に
お
い
て
管
理
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
妻
の
持
参
財
産
は
対
外
的
に
は
夫
の
財
産
で
あ
る
か
の
よ
う
に
現
わ
れ
、
持
参
財
産
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
夫

の
み
が
権
利
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
夫
は
他
人
の
財
産
の
管
理
人
と
同
じ
よ
う
に
、

持
参
財
産
に
関
し
て
締
結
し
た
法
律
行
為
の
効
果
を
妻
に
移
転
す
る
義
務
を
負
う
は
ず
で
あ
る
。
物
の
所
有
権
あ
る
い
は
債
権
を
譲

渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
夫
婦
間
で
こ
の
よ
う
な
法
律
行
為
に
基
づ
く
移
転
が
き
ち
ん
と
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
ま
れ

で
あ
り
、
む
し
ろ
忘
れ
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
夫
が
妻
の
持
参
財
産
の
資
力
を
用
い
て
あ
る
も
の
を
取
得
す
る

場
合
に
は
、
持
参
財
産
の
本
体
が
減
少
し
て
し
ま
う
。
た
ん
に
夫
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
妻

の
破
産
特
権
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
夫
が
破
産
し
た
場
合
、
妻
は
た
ん
な
る
一
破
産
債
権
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
損
失
を
こ

う
む
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
危
険
は
代
位
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
⒝
「
こ
の
こ
と
は
通
常
夫
の
意
思

に
対
応
し
て
い
る
」。
け
れ
ど
も
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
夫
の
意
思
に
対
応
す
る
限
り
、
と
い
う
限
定
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
対
象
に
代
位
を
拡
張
す
る
の
は
、
妻
の
保
護
を
考
慮
し
て
も
、
必
要
以
上
に
一
般
原
則
か
ら
の
逸
脱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
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に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
代
位
原
則
の
適
用
」
は
、
動
産
や
譲
渡
可
能
な
権
利
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
と
り

わ
け
土
地
に
対
し
て
拡
張
す
る
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
。
夫
が
土
地
を
取
得
し
、
自
己
の
名
で
登
記
す
る
場
合
に
は
、
夫
が
妻
の
た

め
に
取
得
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
た
だ
ち
に
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
土
地
に
つ
い
て
特
別
な
移
転
行
為
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は

だ
れ
も
が
知
っ
て
お
り
、
夫
が
こ
の
行
為
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
が
通
常
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
記
名
証
券
・
通
常
の

指
図
証
券
が
客
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
も
同
様
の
考
慮
に
基
づ
く
。
も
っ
と
も
、
⒞
「
持
参
財
産
の
計
算
に
よ
り
取
得
す
る
意
思
」

を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
は
別
途
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
が
持
参
財
産
の
資
力
に
よ
っ
て
取
得
し
た
場
合
、
妻
が
そ

の
事
実
に
く
わ
え
て
、
夫
が
そ
の
際
に
持
参
財
産
の
計
算
で
取
得
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
代

位
を
主
張
で
き
る
と
構
成
す
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
夫
が
持
参
財
産
の
計
算
で
取
得
す
る
意
思
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証

明
し
た
と
き
に
限
っ
て
代
位
が
排
除
さ
れ
る
と
構
成
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
後
者
の
立
場
が
よ
り
正
当
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、「
取
得
と
持
参
財
産
と
の
実
体
的
な
関
連
性
」
が
、
立
法
者
を
し
て
形
式
的
に
み
る
と
持
参
財
産
に
属
し
な
い
取
得
物
を

こ
れ
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
と
命
じ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
夫
が
持
参
財
産
の
資
力
に
よ
っ
て
取
得
し
た
場
合
、

大
多
数
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
持
参
財
産
の
計
算
に
お
い
て
取
得
す
る
意
思
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
例
外
的
に
そ
う
し
た

意
思
が
な
い
場
合
に
代
位
を
生
じ
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
で
、
夫
の
抗
弁
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
資
力
代
位
が
多
数
意
見
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
あ
と
も
、
な
お
家
財
道
具
の
代
位
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
不
要
で
あ
る
と

い
う
異
論
が
あ
っ
た
（

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
方
で
は
、
妻
は
家
財
道
具
を
婚
姻
の
目
的
に
指
定
す
る
こ
と
で
損
耗
な
ど
の
危
険
を
み

119

ず
か
ら
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
先
取
分
制
度
が
あ
る
か
ら
不
公

正
な
結
論
に
は
な
ら
な
い
。
他
面
で
次
の
よ
う
な
考
え
方
も
た
し
か
に
あ
る
。
妻
は
つ
ね
に
財
産
の
収
益
の
み
を
婚
姻
の
目
的
に
指

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
本
体
の
減
少
に
つ
い
て
は
原
因
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
夫
に
完
全
な
代
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

家
財
道
具
の
利
用
に
つ
い
て
は
夫
が
も
っ
ぱ
ら
危
険
を
負
担
す
る
。
し
か
し
、
①
妻
の
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
っ
て
家
財
道
具
が
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滅
失
し
た
場
合
に
も
代
位
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
正
当
で
な
い
。
同
じ
よ
う
な
不
合
理
は
、
②
婚
姻
生
活
開
始
の
直
後
に
大
火
事
に

よ
っ
て
す
べ
て
の
家
財
道
具
が
滅
失
し
た
場
合
に
も
生
じ
る
。
最
後
に
、
③
夫
の
債
権
者
に
不
合
理
な
リ
ス
ク
を
負
担
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
点
も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
代
位
物
の
法
的
運
命
に
つ
い
て
は
一
般
原
則
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
多
数
意
見
は
こ
の
批
判
を
支
持
し
な
か
っ
た
（

）。
以
下
の
論
旨
が
こ
の
後
の
議
論
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
積
極
的

120

な
理
由
づ
け
は
大
き
く
四
つ
に
区
分
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
多
数
意
見
に
よ
れ
ば
、

「
管
理
共
同
制
の
本
質
と
目
的
か
ら
、
妻

[1]

に
そ
の
持
参
財
産
の
本
体
を
維
持
す
べ
き
夫
の
義
務
が
明
ら
か
に
な
る
」。
こ
の
こ
と
は
ま
ず
第
一
に
基
本
と
な
る
財
産
に
関
し
て

当
て
は
ま
る
が
、
家
財
道
具
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
妻
は
自
己
の
家
財
道
具
を
婚
姻
解
消
の
際
に

正
常
な
状
態
で
返
還
し
て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
で
き
る
。

夫
に
と
っ
て
こ
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
名
誉
な
こ

[2]

と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
立
法
者
が
妻
に
、
家
財
道
具
を
定
期
的
に
補
充
す
る
よ
う
夫
に
求
め
る
訴
求
可
能
な
請
求
権
を
与
え
る
こ

と
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
夫
が
滅
失
し
あ
る
い
は
価
値
の
な
く
な
っ
た
家
財
道
具
の
補
充
と
し
て
あ
る
対
象
を
調
達

し
た
な
ら
ば
、
そ
の
対
象
は
持
参
財
産
と
な
り
、
こ
の
場
合
に
夫
は
妻
に
調
達
費
用
の
償
還
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
規
定

す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
が
「
誠
実
で
立
派
な
あ
ら
ゆ
る
夫
の
通
常
の
意
思
」
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

妻
は

[3]

法
定
財
産
制
に
お
い
て
は
所
得
に
対
す
る
持
ち
分
を
有
し
な
い
け
れ
ど
も
、
代
位
に
お
い
て
そ
の
こ
と
の
「
小
さ
な
対
価
」
を
受
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

も
し
も
代
位
の
規
定
を
設
け
な
い
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
事
例
で
「
い
か
な
る
意
味
で
調
達
が
な

[4]

さ
れ
た
の
か
」
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
「
実
際
上
の
根
拠
か
ら
」
好
ま
し
い
と
は

い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
、
批
判
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
応
答
す
る
。
代
位
は
婚
姻
生
活
上
の
損
耗
に
限
定
さ
れ
な
い
。

偶
然
の
滅
失
や
悪
化
の
際
に
も
、
新
た
な
調
達
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
調
達
対
象
が
持
参
財
産
に
属
す
べ
き
と
い
う
意
味
に
お
い
て

で
あ
る
。
妻
に
故
意
や
重
過
失
が
あ
る
と
い
っ
た
ま
れ
な
事
例
に
つ
い
て
は
立
法
者
は
と
く
に
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
反
論

法学研究 84 巻 12 号（2011：12）

664



は
直
接
に
は
批
判
の
①
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
②
に
つ
い
て
も
同
様
に
応
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
③
に
対
し
て
は
応
接
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
は
管
理
共
同
制
の
目
的
と
本
質
（

）、
妻
が
所
得
に
対
す
る
持
ち
分
を
有
し
な
い
こ
と
（

）
お
よ
び
実
際
上
の
根

[1]

[3]

拠
（

）
で
対
処
で
き
る
と
考
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

[4]
こ
う
し
て
E
II§
1279
と
E
II§
1280
が
成
立
し
た
あ
と
、
第
二
草
案
の
修
正
の
際
に
、
後
者
す
な
わ
ち
家
財
道
具
の
代
位
に

つ
き
「
も
は
や
存
在
し
な
い
」
の
あ
と
に
、「
ま
た
は
価
値
の
喪
失
し
た
」
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
た
（
E
IIrev
§
1367
（

））。
121

帝
国
司
法
庁
覚
書
で
は
、
資
力
代
位
に
関
し
て
は
目
新
し
い
説
明
は
な
い
が
、
家
財
道
具
の
代
位
に
つ
い
て
は
、
帝
国
議
会
に
対
し

て
分
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
と
の
配
慮
か
ら
か
、
第
二
委
員
会
で
は
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
議
事
録
に
は
は
っ
き
り
と
記

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
が
補
足
さ
れ
て
い
る
（

）。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
①
持
参
財
産
の
資
力
に
よ
り
調
達
さ
れ
て
い
る
の
か
、
夫

122

の
資
力
に
よ
り
調
達
さ
れ
て
い
る
の
か
は
問
わ
れ
な
い
し
、
②
調
達
が
「
夫
の
計
算
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
妻
の
計
算
で
な
さ
れ

て
い
る
の
か
も
区
別
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
は
議
事
録
か
ら
容
易
に
推
測
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
②
は
議
事
録

全
体
を
丁
寧
に
読
ま
な
い
と
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
②
に
関
し
て
は
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
直
後
に
議
論
が
紛

糾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
規
範
内
容
の
確
定
で
あ
る
が
、
根
拠
づ
け
と
し
て
は
、
こ
れ
も
文
書
の
性
格
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、

実
益
的
色
彩
の
強
い

の
み
を
指
摘
し
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
「
財
産
制
終
了
後
の
分
割
が
本
質
的
に
単
純
化
さ
れ
る
」
と
し
て
い

[4]

る
。
な
お
、
A
LR
II.1
§
560
を
引
き
、
同
規
定
は
こ
れ
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
権
威
づ
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
第
一
草

案
理
由
書
が
同
法
の
修
正
作
業
の
際
に
は
同
条
の
廃
止
が
提
案
さ
れ
て
い
た
旨
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
か
第
二
委
員
会
で
は

も
は
や
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
不
誠
実
な
「
覚
書
」
で
あ
る
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ

れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
両
者
と
も
に
異
論
な
く
、
BGB
§
1381
a.F.と
BGB
§
1382
a.F.が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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３

BG
B
§
1382
a.F.の
立
法
目
的

㈠

立
法
過
程
の
整
理

立
法
過
程
を
振
り
返
る
と
、
家
財
道
具
の
代
位
は
、
基
本
的
に
は
持
参
財
産
の
資
力
代
位
と
共
通
の
考
え
方
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
⒤
夫
は
妻
の
持
参
財
産
か
ら
収
益
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
本
体
は
維
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
管
理
共
同
制
の
目
的
と
、
ⅱ
代
位
は
「
夫
の
通
常
の
意
思
」
に
対
応
す
る
も
の
の
、
逆
に
、
│
│
一

般
原
則
か
ら
の
逸
脱
を
必
要
以
上
に
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
│
│
そ
の
範
囲
を
超
え
て
は
承
認
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
二
つ
の

テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ま﹅

ず﹅

、
夫
が
妻
の
持
参
財
産
の
資
力
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
は
持
参
財
産
に
帰
属
す
る
（
資

力
代
位
）。
夫
は
一
般
に
妻
の
持
参
財
産
を
代
理
人
と
し
て
で
は
な
く
自
己
の
名
で
管
理
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
取
得
物
も
ま
た
自
己

の
財
産
に
帰
属
す
る
。
し
か
し
、
他
人
の
財
産
の
管
理
人
と
し
て
、
こ
れ
を
妻
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
⒤
）。
も
っ
と
も
、

夫
婦
間
で
こ
う
し
た
法
律
行
為
が
な
さ
れ
る
の
は
ま
れ
で
あ
り
、
他
方
で
妻
の
破
産
特
権
は
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
一
般
原
則
に

よ
れ
ば
夫
の
破
産
の
際
に
妻
は
一
破
産
債
権
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
代
位
は
こ
の
危
険
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
夫
の
通
常
の
意
思
に
対
応
す
る
以
上
に
妻
の
保
護
を
図
る
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
（
ⅱ
）。
だ
か
ら
、
土
地
は
代
位
物

か
ら
除
か
れ
る
。
土
地
に
つ
い
て
特
別
な
移
転
行
為
が
必
要
な
の
は
明
白
で
あ
り
、
夫
名
義
で
登
記
さ
れ
た
際
に
は
自
己
の
計
算
で

取
得
す
る
意
思
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
の
客
体
は
、
動
産
や
譲
渡
可
能
な
権
利
に
限
定
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
夫
の
意
思
の
要
件
は
夫
の
抗
弁
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
反
証
可
能
な
推
定
）。

「
取
得
と
持
参
財
産
と
の
実
体
的
な
関
連
性
」
│
│
「
反
対
給
付
」
関
係
│
│
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
夫
が
持
参
財
産
の
計
算
で
取

得
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
代
位
が
排
除
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ﹅

ら﹅

に﹅

、
夫
が
妻
に

よ
り
持
参
さ
れ
た
家
財
道
具
の
代
わ
り
に
調
達
し
た
家
財
道
具
も
持
参
財
産
に
帰
属
す
る
（
家
財
道
具
の
代
位
）。
そ
の
理
由
と
し
て

は
、

「
管
理
共
同
制
の
目
的
と
本
質
」
に
よ
る
と
、
夫
は
妻
の
持
参
財
産
の
本
体
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
⒤
）
と
、

[1]
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「
誠
実
で
立
派
な
あ
ら
ゆ
る
夫
の
通
常
の
意
思
」
に
合
致
す
る
こ
と
（
ⅱ
）
の
ほ
か
、
以
下
の
二
点
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

管

[2]

[3]

理
共
同
制
で
は
所
得
に
対
す
る
妻
の
持
ち
分
が
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
、
代
位
は
そ
の
「
小
さ
な
対
価
」
と
な
り
う
る
、

代
位
が

[4]

な
け
れ
ば
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
所
在
に
つ
き
い
ち
い
ち
「
い
か
な
る
意
味
で
調
達
が
な
さ
れ
た
の
か
」
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
は
実
際
上
困
難
で
あ
る
。

を
根
拠
と
し
て
、〝
補
充
義
務
〞
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
実
際
に
補
充
さ
れ
た

[2]

場
合
に
は
〝
代
位
〞
を
認
め
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
家
財
道
具
の
代
位
で
は
資
力
代
位
と
は
異
な
り
、
資
力
の
由
来
は
問
題
と
さ
れ
ず
、

夫
が
自
己
の
資
力
で
調
達
し
た
家
財
道
具
も
、
旧
家
財
道
具
の
代
わ
り
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
代
位
が
生
じ
る
（
対
象
代
位
な
い
し

目
的
代
位
）
と
と
も
に
、
抗
弁
と
し
て
す
ら
夫
の
意
思
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
（
反
証
不
能
な
推
定
）。
こ
の
規
律
は
、〝
規
範
的
な
〞、

す
な
わ
ち
「
誠
実
で
立
派
な
」
夫
の
通
常
の
意
思
（

。
副
委
員
会
で
は
「
夫
婦
の
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
主
委
員
会
に
お
い
て
は
「
夫

[2]

の
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
）
に
対
応
す
る
と
さ
れ
る
が
、
規
範
内
容
の
合
理
性
は
、

お
よ
び

、
な
ら
び
に
す
ぐ
あ
と
で
述
べ
る

[3]

[4]

の
基
礎
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
突
き
詰
め
て
み
る
と
、

は
も
と
よ
り
、

お
よ
び

[1]

[1]

[3]

[4]

の
論
証
は
、
家
財
道
具
以
外
の
動
産
や
権
利
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
家
財
道
具
の
特
則

は
、
資
料
上
直
接
に
は
表
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
客
体
の
特
性
│
│
価
値
の
相
対
的
僅
少
性
（

）、
分
割
の
際
に
問
題
が

[3]

生
じ
や
す
い
こ
と
（

）
│
│
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
差
異
か
ら
、
資
力
の
要
否
と
、「
夫
の
意
思
」

[4]

の
推
定
の
程
度
に
区
別
が
引
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
夫
の
意
思
の
中
身
は
か
な
ら
ず
し
も
一
義
的
で
は
な

い
。
自
己
の
名
に
よ
る
行
為
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
こ
で
は
、
①
直
接
代
理
意
思
は
問
題
と
な
っ

て
い
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
、
②
「
他
人
の
計
算
で
お
こ
な
う
」
間
接
代
理
意
思
の
要
否
と
位
置
づ
け
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

③
調
達
し
た
家
財
道
具
を
旧
家
財
道
具
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
る
意
思
、
代
償
意
思
ま
で
不
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
態
度
決
定
さ

れ
て
い
な
い
。
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㈡

従
前
の
法
・
議
論
と
の
関
係

家
財
道
具
の
代
位
に
つ
い
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
態
度
を
比
較
す

る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
の
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
の
基
礎
は
、
①
家
財
道
具
の

嫁
資
的
性
格
と
、
②
存
続
保
障
の
利
益
に
求
め
ら
れ
た
。
②
は
、
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
婚
姻
継
続
中
に
調
達
さ
れ
た
動
産
が
つ
ね
に

夫
に
帰
し
て
し
ま
う
と
い
う
制
度
的
前
提
に
支
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で
は
、

家
財
道
具
な
ど
の
動
産
の
交
替
が
「
代
位
」
と
い
う
抽
象
概
念
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
①
嫁
資
的
性
格
は
も
は
や

引
き
合
い
に
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
②
存
続
保
障
と
と
も
に
、
③
夫
の
通
常
の
意
思
と
の
合
致
と
い
う
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
た
。
も
っ

と
も
、
②
の
基
礎
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
⒜
総
体
上
の
用
益
権
の
規
律
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
顧
慮

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
の
影
響
を
受
け
、
夫
の
権
利
が
「
用
益
権
」
と
構
成
さ
れ
た
こ

と
、
さ
ら
に
、
物
概
念
が
広
く
、
集
合
物
の
存
続
保
障
に
関
す
る
一
般
的
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
夫
の
責
任
は
軽
減
さ
れ
、
補
充
義
務
ま
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
⒝
同
法
上
の
管
理
共
同
制
の
構
造
も
、

存
続
保
障
の
合
理
性
を
担
保
し
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
妻
が
婚
姻
継
続
中
に
家
財
道
具
を
調
達
す
れ
ば
、

そ
の
所
有
権
は
自
己
に
帰
属
し
、
夫
の
単
独
所
有
に
帰
す
る
の
を
排
除
で
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ

ル
法
の
よ
う
な
不
合
理
性
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
妻
の
持
参
財
産
は
夫
の
強
力
な
管
理
用
益
に
服
す
る
一
方
、
留
保
財
産

の
範
囲
が
い
ち
じ
る
し
く
狭
か
っ
た
た
め
、
自
己
の
財
産
を
み
ず
か
ら
管
理
す
る
た
め
の
原
資
と
能
力
が
制
度
上
限
ら
れ
て
い
た
。

も
と
も
と
妻
は
家
事
を
担
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
他
方
、
妻
の
権
利
と
し
て
日
常
家
事
処
理
権
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
に

よ
り
家
財
道
具
を
調
達
す
る
こ
と
は
で
き
た
。し
か
し
、こ
の
場
合
に
は
妻
は
夫
の
代
理
人
で
あ
る
か
ら
、調
達
目
的
物
は
夫
の
所
有

に
帰
し
た
。
以
上
の
こ
と
が
代
位
の
規
制
を
実
質
的
に
正
当
化
し
て
い
た
も
の
と
分
析
で
き
る
。
両
法
の
規
制
は
い
ず
れ
も
死
亡
に

よ
る
婚
姻
解
消
後
の
分
割
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
│
│
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
解
説
に
よ
る
と
│
│
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「
妻
の
利
益
の
た
め
に
さ
ら
に
先
に
進
」
み
、
妻
は
〝
代
位
原
則
〞
に
よ
っ
て
婚
姻
継
続
中
に
、
す
で
に
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と

を
は
っ
き
り
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
根
拠
づ
け
を
分
析
す
る
と
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
つ
い
て
、

①
嫁
資
的
性
格
は
審
議
の
際
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
③
夫
の
通
常
の
意
思
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
（

）
が
前

[2]

面
に
出
さ
れ
て
い
る
。
②
存
続
保
障
（

）
の
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
論
拠
、
④
財
産
形
成
に
対
す
る
妻

[1]

の
寄
与
度
の
評
価
（（
））、
⑤
所
有
権
状
況
の
明
確
化
（

）
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

[3]123

[4]

ま
ず
、
問
題
と
な
る
の
は
、
存
続
保
障
の
基
礎
（
②
・

）
で
あ
る
。
第
二
委
員
会
主
委
員
会
が
最
初
に
指
摘
し
て
い
た
「
管
理

[1]

共
同
制
の
目
的
と
本
質
」
は
、
管
理
共
同
制
を
語
る
際
に
い
つ
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
法
諺
《
妻
の
財
産
は
増
加
す
べ
き
で
も
減

少
す
べ
き
で
も
な
い
（

）》
の
う
ち
の
後
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
命
題
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

124

代
位
否
定
論
者
も
こ
の
命
題
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
存
続
を
保
障
す
べ
き
か
が
ま
さ
に
問
題
で
あ
る
。
資
力

の
由
来
や
夫
の
計
算
意
思
を
顧
慮
せ
ず
に
家
財
道
具
の
代
位
物
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
こ
れ
を
妻
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
積
極
的
な
基
礎
づ
け
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
⒜
「
ロ
ー
マ
法
の
継
受
の
な
か
で
夫
の
収
益

権
が
用
益
権
と
し
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
に
も
、
さ
ら
な
る
根
拠
が
認
め
ら
れ
よ
う
（

）」
と
い
う
推
定
は
正
当
で
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ

125

の
論
証
は
す
こ
し
複
雑
で
あ
る
。
第
一
草
案
理
由
書
は
用
益
権
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
│
│
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
は
反
対

に
│
│
、む
し
ろ
家
財
道
具
の
代
位
を
否
定
す
る
根
拠
に
援
用
し
て
い
た
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、属
具
つ
き
の
土
地
を
目
的
と
す
る
用
益

権
の
よ
う
な
補
充
義
務
と
代
位
を
定
め
る
「
例
外
」
規
定
が
な
い
以
上
、
物
の
損
耗
の
問
題
は
一
般
原
則
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
が
正
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
で
は
、
物
概
念
が

有
体
物
に
制
限
さ
れ
、
集
合
物
に
関
す
る
一
般
規
定
が
排
除
さ
れ
て
い
る
（
E
I§
778
=
BGB
§
90
（

））
た
め
、
属
具
を
と
も
な
う
土

126

地
に
関
す
る
ル
ー
ル
（
E
I§
1000）
を
「
集
合
物
」
上
の
用
益
権
の
そ
れ
に
ま
で
一
般
化
す
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
た
か
の
よ
う
に

み
え
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
側
か
ら
示
す
も
の
と
し
て
、
妻
の
持
参
財
産
に
土
地
の
属
具
が
含
ま
れ
る
場
合
に
限
っ
て
は
、
用
益
権
と
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同
様
、
夫
の
補
充
義
務
と
代
位
が
第
一
草
案
の
段
階
か
ら
す
で
に
肯
定
さ
れ
て
い
た
（
E
I§§
1292,1000
=
BGB
§
1378
a.F.）
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
用
益
権
の
側
の
理
由
書
を
み
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
に

は
、
属
具
つ
き
の
土
地
を
目
的
と
す
る
用
益
権
の
規
定
を
、
畜
群
を
典
型
例
と
す
る
、「
属
具
と
し
て
土
地
と
か
か
わ
り
を
も
た
な

い
動
産
の
総
体
」
を
目
的
と
す
る
用
益
権
に
も
拡
張
で
き
な
い
か
が
問
題
と
な
り
、
結
論
と
し
て
は
、
畜
群
上
の
用
益
権
を
含
め
て

実
際
の
意
義
に
乏
し
く
、
規
定
の
仕
方
も
難
し
い
と
こ
ろ
、
明
文
上
は
と
く
に
な
に
も
述
べ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
当

事
者
の
意
思
が
不
明
確
な
場
合
に
、「
E
I§
1000
の
規
定
の
基
礎
に
あ
る
原
理
」
が
合
意
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
、「
さ
き
の
規

定
か
ら
よ
り
高
次
の
原
理
を
取
り
出
し
て
」
こ
れ
を
法
類
推
に
よ
っ
て
適
用
す
る
こ
と
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
と
説
か
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
（

）。
そ
う
す
る
と
、
第
二
委
員
会
が
家
財
道
具
の
代
位
を
新
た
に
設
け
た
背
景
に
は
、
│
│
資
料
上
は
一
言
も
み
い
だ

127

さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
│
│
こ
の
よ
う
に
正
し
く
認
識
さ
れ
た
集
合
物
上
の
用
益
権
の
規
律
が
あ
っ
た
と
い
え
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

し
か
し
、
や
は
り
こ
の
見
方
は
正
当
で
な
い
。
前
提
と
し
て
、
第
二
委
員
会
で
は
用
益
と
管
理
の
関
係
に
関
す
る
態
度
の
転
換
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
第
一
草
案
ま
で
は
用
益
の
権
利
が
主
た
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
反
対
に
、
第
二

128

草
案
で
は
管
理
の
権
利
が
前
面
に
だ
さ
れ
る
と
と
も
に
、
夫
に
用
益
権
と
い
う
「
物
権
」
が
帰
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
も
そ
も
用
益
権
の
規
定
の
援
用
と
い
う
考
え
方
そ
れ
自
体
が
相﹅

対﹅

的﹅

に﹅

み﹅

て﹅

低
く
な
っ
た
た
め
に
、

バ
ラ
ン
ス
論
を
唱
え
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
決
定
的
な
の
は
次
の
事
情
で
あ
る
。
も
し
も
用
益
権
と
の

類
比
に
よ
っ
て
家
財
道
具
の
代
位
を
導
入
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
代
位
を
そ
れ
と
同
じ
形
式
で
定
め
る
と
と
も
に
補
充
義
務
も
合
わ
せ

て
承
認
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
委
員
会
は
明
示
的
に
、
│
│
夫
が
妻
の
持
参
財
産
を
管
理
用
益
す
る
際
に
有
す
る
│
│

「
誠
実
で
立
派
な
あ
ら
ゆ
る
夫
の
通
常
の
意
思
」
と
い
う
管
理
共
同
制
固
有
の
根
拠
か
ら
、
補
充
義
務
を
否
定
し
た
。
代
位
に
つ
い

て
も
、
の
ち
に
詳
し
く
触
れ
る
よ
う
に
、
文
面
上
異
な
る
文
言
│
│
家
財
道
具
の
「
組
入
れ
」
を
要
件
と
し
な
い
│
│
を
用
い
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
過
程
の
読
み
方
と
し
て
は
、
こ
こ
で
は
用
益
権
と
の
対
比
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
と
み
る
の
が
相
当
で
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あ
る
。
そ
こ
で
、
代
位
の
導
入
を
実
質
的
に
支
え
た
と
み
ら
れ
る
、
⒝
管
理
共
同
制
の
構
造
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
い
て
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
と
は
異
な
り
、
一
般
原
則
に
よ
る
な
ら
ば
婚
姻
継
続
中
に
調
達
さ
れ
た

動
産
が
す
べ
て
夫
の
所
有
に
帰
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
妻
が
自
己
の
所
有
す
る
家
財
道
具
の
状
況
を
み
ず

か
ら
管
理
し
、
適
時
に
こ
れ
を
補
充
・
所
有
で
き
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
す
で
に
詳
し
く
み
た
と
お
り
、
留
保
財
産
の
拡
充
、

義
務
負
担
能
力
の
容
認
、
動
産
処
分
権
の
制
限
な
ど
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
比
べ
れ
ば
よ
り
妻
の
地
位
を
顧
慮
し
た
も
の

と
い
え
る
も
の
の
、
妻
の
財
産
が
一
般
に
持
参
財
産
と
な
り
、
夫
の
管
理
用
益
に
服
し
た
と
い
う
家
父
長
制
的
構
造
に
は
変
わ
り
が

な
い
。
夫
は
│
│
原
則
と
し
て
妻
の
同
意
が
な
け
れ
ば
処
分
で
き
な
い
が
│
│
正
常
な
管
理
の
た
め
に
必
要
で
あ
れ
ば
妻
の
財
産
を

処
分
で
き
た
し
、
他
面
、
妻
は
自
己
の
財
産
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
処
分
す
る
に
は
夫
の
同
意
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
婚
姻
の
一
般
的
効
果
と
し
て
妻
に
属
す
る
日
常
家
事
処
理
権
が
意
味
を
な
さ
な
い
の
は
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
同
様

で
あ
る
。「
こ
の
﹇
夫
の
﹈
権
力
の
延
長
が
、
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
、﹇
妻
の
た
め
の
﹈
特
別
な
保
護
条
項
を
必
要
と
す
る

の
で
あ
る
（

）」。
129

そ
の
ほ
か
の
根
拠
の
う
ち
、
夫
の
通
常
の
意
思
（
③
・

）
に
つ
い
て
は
そ
の
意
味
を
さ
き
に
立
ち
入
っ
て
分
析
し
た
。
所
有
権

[2]

状
況
の
明
確
化
（
⑤
・

）
は
、
管
理
共
同
制
の
基
礎
と
関
わ
り
の
な
い
実
務
上
の
根
拠
で
あ
る
。
他
方
、
妻
の
寄
与
度
の
評
価

[4]

（
④
・

）
は
、
所
得
に
対
す
る
妻
の
持
ち
分
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
制
度
中
立
的
な
も
の
で

[3]

は
な
い
。
こ
の
理
由
づ
け
に
対
し
て
は
、
代
位
の
目
的
は
主
と
し
て
財
産
の
現
状
維
持
を
図
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
財
産
増
加
へ
の

寄
与
を
評
価
す
る
の
に
適
切
で
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
（

）。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
第
二
委
員
会
は
こ
れ
を
積
極
的
な
理
由
と
は
考
え

130

て
い
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
強
調
し
た
と
お
り
、
家
財
道
具
の
代
位
は
所
得
共
同
制
・
動
産
共
同

制
に
お
け
る
持
参
財
産
に
も
準
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
E
II§§
1420,1445
=
BGB
§§
1525
IIa.F.,1550
IIa.F.）。
も
っ
と

も
、
事
後
の
議
論
で
は
、
こ
の
所
得
に
対
す
る
妻
の
参
与
と
い
う
視
点
が
代
位
の
合
理
性
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
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じ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
準
用
の
事
実
は
わ
れ
わ
れ
の
検
証
結
果
の
精
緻
化
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
所
得
共
同
制
・
動

産
共
同
制
で
は
、
夫
婦
が
婚
姻
継
続
中
に
え
た
所
得
・
所
得
お
よ
び
動
産
が
合
有
財
産
と
な
り
、
持
参
財
産
は
共
同
制
開
始
当
時
に

各
人
に
属
し
た
財
産
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
収
益
は
合
有
財
産
に
帰
す
る
（
BGB
§§
1525
Ia.F.,1550
IIa.F.）
が
、
管
理
権

は
夫
に
専
属
す
る
（
BGB
§§
1525
IIa.F.,1550
IIa.F.,1374
a.F.）。
し
た
が
っ
て
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
夫
が
妻
の
持
参
財
産
を
管﹅

理﹅

す
る
と
い
う
構
造
│
│
用﹅

益﹅

は
こ
の
文
脈
で
は
重
要
で
な
い
│
│
が
代
位
を
積
極
的
に
基
礎
づ
け
て
い
た
と
分
析
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

㈢

批
判
と
応
答

こ
れ
ら
の
根
拠
づ
け
に
は
、
次
の
批
判
が
あ
っ
た
。
⑴
存
続
保
障
の
基
礎
（
②
・

）
に
対
し
て
は
、
物
の
損
耗
に
つ
い
て
は
所

[1]

有
者
が
リ
ス
ク
を
負
担
す
べ
き
、
と
い
う
一
般
原
則
が
持
ち
出
さ
れ
た
。
例
外
と
し
て
も
許
容
で
き
な
い
理
由
と
し
て
は
、
夫
婦
間

の
関
係
は
倫
理
的
基
礎
に
基
づ
く
た
め
、
無
条
件
の
代
償
義
務
を
課
す
る
の
は
適
切
で
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
⑵
夫
の
通

常
の
意
思
（
③
・

）
に
は
反
対
の
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
良
き
家
父
」
は
物
を
、
他
人
の
た
め
で
は
な

[2]

く
自
分
の
た
め
に
調
達
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
内
在
的
な
批
判
と
し
て
は
、
⑶
代
位
物
の
価
格
が
原
目
的
物
よ
り
も
高
い
場
合
、
⑷

物
の
喪
失
が
妻
の
故
意
ま
た
は
重
過
失
や
婚
姻
生
活
開
始
直
後
の
大
火
事
に
基
づ
く
場
合
に
、
代
位
を
認
め
る
の
は
適
切
で
な
い
こ

と
、
⑸
夫
の
債
権
者
に
不
合
理
な
リ
ス
ク
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
他
方
、
妻
の
不
利
益
は
、
⑹
先
取
分

制
度
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
て
お
り
、
事
実
の
問
題
と
し
て
も
、
⑺
当
時
の
現
行
法
で
は
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い

と
説
か
れ
る
。
以
上
の
う
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
修
正
草
案
理
由
書
が
指
摘
す
る
の
は
⑴
⑵
⑶
、
第
一
草
案
理
由
書
は

⑴
⑵
⑹
⑺
（
⑶
⑷
も
示
唆
し
て
い
る
）、
第
二
委
員
会
主
委
員
会
で
は
反
対
意
見
と
し
て
⑴
⑷
⑸
⑹
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
自

覚
的
に
反
論
さ
れ
た
の
は
、
⑷
の
前
者
の
事
例
で
あ
り
、
立
法
者
は
そ
う
し
た
限
界
事
例
を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
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た
、
⑺
に
つ
い
て
は
ザ
ク
セ
ン
の
慣
習
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
。
⑷
は
主
委
員
会
、
⑺
は
副
委
員
会
の
多
数
意
見
で
あ
る
。

他
の
批
判
は
、
肯
定
説
の
根
拠
づ
け
で
十
分
反
論
で
き
て
い
る
と
み
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
立
場
の
相
違
と
割
り
切
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
⑴
⑵
⑶
は
、
代
位
規
定
の
合
理
性
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
視
点
で
あ
り
、
と
く
に
新
規
定
の
際
に
は
げ
し
い

議
論
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

㈣

補
足
的
考
察

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
の
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
の
基
礎
に
あ
っ
た
嫁
資
的
性
格
（
①
）
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
代
位

の
際
に
は
問
題
と
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
過
程
の
際
に
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
家
財
道
具

の
代
位
と
い
わ
ゆ
る
嫁
資
義
務
（
A
ussteuerpflicht）
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
（

）。
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
娘
に
、
婚
姻

131

締
結
の
際
に
「
世
帯
を
築
く
た
め
に
適
切
な
嫁
資
」
を
求
め
る
請
求
権
を
付
与
し
て
い
た
（
E
II§§
1515
=
BGB
§
1620
a.F.）。
こ

の
規
律
は
第
二
委
員
会
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（

）。
娘
が
婚
姻
す
る
際
に
世
帯
を
築
く
の
に
必
要
な
も
の
を
持
た
せ
る
の

132

は
ド
イ
ツ
の
慣
行
で
あ
る
が
、
こ
の
慣
行
を
継
続
し
て
維
持
す
る
に
は
、
立
法
者
が
こ
れ
を
法
的
義
務
に
高
め
る
必
要
が
あ
る
た
め

に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
な
ど
と
は
異
な
り
訴
求
可
能
な
請
求
権
と
し
て
明
定
し
た
と
説
か
れ
て
い
る
（

）。
こ
の
義
務
を
負
う

133

の
は
一
次
的
に
は
父
で
あ
る
が
、
父
が
死
亡
す
る
か
ま
た
は
給
付
能
力
が
な
い
場
合
に
は
母
も
義
務
主
体
と
な
る
（

）。「
嫁
資
」
の
定

134

義
は
ど
こ
に
み
ら
れ
な
い
が
、
BGB
§
1382
a.F.の
「
家
財
道
具
」
を
含
む
広
い
概
念
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（

）。
だ
か
ら
、

135

家
財
道
具
は
嫁
資
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
の
観
念
が
通
用
し
て
い
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
（

）。
し
か
し
、
妻
が
持
参
し
た
嫁
資
で
あ
り
、

136

娘
の
嫁
資
と
な
り
う
る
も
の
だ
か
ら
妻
に
家
財
道
具
の
所
有
権
を
維
持
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
は
資
料
上
ど
こ
に
も
み
ら

れ
な
か
っ
た
。
基
礎
づ
け
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
た
の
は
、
管
理
共
同
制
の
目
的
と
本
質
、
夫
の
通
常
の
意
思
、
所
得
に
対
す
る
妻

の
参
与
、
所
有
権
状
況
の
明
確
化
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
BGB
§
1620
a.F.の
明
定
に
よ
っ
て
、
家
財
道
具
が
有
し
て
い
た
嫁
資
的
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性
格
を
、
代
位
に
基
づ
く
妻
の
所
有
権
の
維
持
と
い
う
方
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
夫
婦
の
嫁
資
義
務
を
と
お
し
て
担
保
す
る
と
い

う
体
系
構
造
が
、
自
覚
的
に
示
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
持
参
財
産
の
資
力
代
位
に
関
し
て
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
資
力
代
位
に
つ
き
制

限
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
が
、
当
初
は
妻
に
な
お
破
産
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
限
り
で
代
位
の
規
定
が
な
く
て
も

そ
れ
ほ
ど
妻
に
不
利
益
が
生
じ
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
が
そ
の
合
理
性
を
支
え
て
い
た
と
い
え
る
。
第
二
委
員
会
で
代
位
の
規
定

が
導
入
さ
れ
た
際
に
は
、
今
日
で
は
破
産
特
権
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
に
、
代
位
が
な
け
れ
ば
夫
の
破
産
の
際
に
妻
に
不
利
益
が
生
じ

う
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
前
提
に
は
、
夫
の
管
理
方
式
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
詳
し
く
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
問

題
は
、
代
位
を
、
夫
の
「
持
参
財
産
の
計
算
に
よ
り
取
得
す
る
意
思
」
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
夫
が

自
己
の
計
算
で
取
得
し
た
こ
と
を
証
明
で
き
た
場
合
、
妻
は
原
目
的
物
を
│
│
可
能
で
あ
り
、
意
味
が
あ
る
場
合
に
は
│
│
追
及
す

る
か
、
あ
る
い
は
、
夫
に
対
し
て
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
代
位
は
も
と
も
と

帰
属
主
体
に
関
連
す
る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
と
こ
ろ
、
例
外
と
し
て
の
こ
の
規
定
を
ど
の

よ
う
に
評
価
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
種
の
規
定
を
、
管
理
人
が
本
来
な
す
べ
き
移
転
行
為
を
失
念
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る

場
合
に
こ
れ
を
補
完
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
捉
え
、
そ
れ
な
り
の
意
義
を
み
い
だ
す
も
の
も
い
る
（

）が
、
他
人
の
財
産
管
理
に
服
す
る
財

137

産
帰
属
主
体
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
立
法
論
と
し
て
は
そ
う
し
た
管
理
人
の
意
思
に
か
か
ら
し
め
る
代
位
は
排
除
さ
れ
る
べ
き

と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
（

）。
138

五

管
理
共
同
制
と
家
財
道
具
の
物
上
代
位

１

議
論
状
況
の
概
観
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さ
て
、
家
財
道
具
の
代
位
が
BGB
§
1382
a.F.と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
関
す
る
解
釈
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
（

）。
た
と
え
ば
、「
家
財
道
具
（
H
aushaltsgegenstände）」
の
概
念
は
明
文
上
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

139

と
く
に
先
取
分
の
規
定
（
BGB
§
1932
a.F.「
婚
姻
生
活
に
属
す
る
世
帯
道
具
」）
を
参
照
し
（

）、「
婚
姻
世
帯
を
営
む
の
に
役
立
て
ら
れ

140

た
も
ろ
も
ろ
の
動
産
」
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
「
具
体
的
な
世
帯
と
の
関
係
」、
つ
ま
り
「
当
該
夫
婦
の
生
活
状
況
」
が
問
題
と
な

る
が
、
通
常
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
狭
い
意
味
で
の
家
具
す
な
わ
ち
住
居
備
品
（
Einrichtungsgegenstände）
の
ほ
か
、
台

所
・
食
卓
用
具
・
ベ
ッ
ド
な
ど
で
あ
り
、
他
方
、
洋
服
・
肌
着
と
い
っ
た
一
方
配
偶
者
の
専
用
に
供
せ
ら
れ
る
物
、
食
料
品
の
蓄
え

は
除
か
れ
る
が
、
事
情
に
よ
っ
て
は
自
動
車
も
含
ま
れ
る
な
ど
と
説
か
れ
る
（

）。
原
目
的
物
が
い
か
な
る
原
因
に
よ
り
「
も
は
や
存
在

141

し
な
い
」
ま
た
は
「
価
値
の
喪
失
」
に
い
た
っ
た
の
か
は
問
わ
れ
な
い
。
天
変
地
異
な
ど
の
事
変
で
も
、
通
常
の
損
耗
で
も
、
あ
る

い
は
妻
に
帰
責
性
が
あ
っ
て
も
よ
い
（

）。
最
後
の
事
例
は
立
法
過
程
で
と
く
に
問
題
と
な
っ
た
が
、
対
処
の
仕
方
と
し
て
、
の
ち
に
み

142

る
よ
う
に
、
調
達
行
為
の
際
に
夫
が
代
償
意
思
な
い
し
持
参
財
産
の
計
算
で
取
得
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

み
る
立
場
か
ら
、
妻
の
有
責
と
い
う
事
情
が
、
調
達
の
際
に
夫
が
み
ぎ
の
意
思
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
な
り
う
る
と

い
う
も
の
が
あ
る
（

）。
夫
が
「
調
達
」
す
る
際
に
、
い
ず
れ
の
資
力
を
用
い
た
の
か
は
問
わ
れ
な
い
。
夫
が
資
力
を
拠
出
し
た
場
合
に

143

も
妻
に
費
用
の
償
還
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（

）。
夫
の
債
権
者
と
の
関
係
で
は
、
配
偶
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
の
占
有
に
属
す
る

144

動
産
は
夫
に
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
（
BGB
§
1362
a.F.）、
こ
の
限
り
で
債
権
者
の
保
護
が
図
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
妻
が
代
位
の

要
件
を
主
張
立
証
す
れ
ば
妻
は
こ
の
推
定
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
そ
の
ほ
か
に
も
細
か
な
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
注
目

145

さ
れ
る
の
は
、
実
務
上
こ
の
規
定
は
ほ
と
ん
ど
争
い
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
目
に
つ
く
の
は
、
調
達
資
力
の
由
来
は

問
題
と
な
ら
な
い
と
し
た
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
例
一
件
く
ら
い
で
あ
る
（

）。
基
本
的
に
は
学
説
が
解
釈
論
的
明
確
化
に
努
め
て
い

146

た
。
個
々
の
問
題
は
新
制
度
の
規
定
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
、
続
稿
で
ま
と
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は

基
本
的
な
問
題
と
、
管
理
共
同
制
下
に
特
有
の
、
な
い
し
こ
の
時
期
に
と
く
に
問
題
と
な
っ
た
点
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
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２

規
定
の
正
当
化

の
ち
の
議
論
と
の
対
比
で
は
、
こ
の
規
定
が
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
て
い
た
の
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
あ
る
意

味
当
然
で
あ
る
が
、
と
く
に
初
期
の
段
階
で
は
規
定
の
存
在
を
所
与
と
す
る
も
の
が
多
く
、
正
当
化
に
あ
ま
り
多
く
の
労
力
が
払
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
触
れ
る
も
の
も
、
第
二
委
員
会
議
事
録
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
援
用
な
い
し
要
約
す
る
に

と
ど
ま
る
。
わ
れ
わ
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
論
旨
は
、

管
理
共
同
制
の
目
的
と
本
質
に
基
づ
く
存
続
保
障
、

夫
の
通
常
の
意
思
と
の

[1]

[2]

対
応
、

所
得
に
対
す
る
妻
の
寄
与
が
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
の
対
価
、

「
い
か
な
る
意
味
で
調
達
が
な
さ
れ
た
の
か
」
の
調
査
の

[3]

[4]

回
避
・
所
有
権
状
況
の
明
確
化
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ザ
イ
ン
は
き
わ
め
て
忠
実
に
、

〜

す
べ
て
に
対
応
す
る
テ
ク
ス
ト
を
収
め
（

）、

[1]

[4]

147

エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
も

〜

を
詳
し
く
述
べ
る
と
と
も
に
、
と
り
わ
け

の
部
分
に
力
点
を
置
く
（

）。
そ
の
ほ
か
に
は
、

を
挙
げ
る
も

[1]

[3]

[3]

148

[1]

の（
）、

と

に
注
目
す
る
も
の
（

）、

を
と
く
に
重
視
す
る
も
の
（

）、
帝
国
司
法
庁
覚
書
と
同
じ
よ
う
に
、
資
力
の
由
来
も
夫
の
意
思
も

149

[1]

[3]

150

[3]

151

問
題
と
な
ら
な
い
点
を
強
調
し
て
、

の
意
義
を
説
く
も
の
が
あ
る
（

）。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
規
範
内
容
に
対
す
る
立

[4]

152

法
論
的
な
批
判
が
、
管
理
共
同
制
下
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（

）。
153

３

基
本
問
題

㈠

体
系
的
地
位

大
き
な
問
題
は
、
こ
の
規
定
の
体
系
的
地
位
、
そ
れ
に
と
も
な
う
基
本
的
な
要
件
効
果
の
規
定
で
あ
る
。
議
論
は
き
わ
め
て
錯
綜

し
て
い
る
が
、
問
い
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
⑴
こ
の
規
定
を
「
財
産
」
の
代
位
に
位
置
づ
け
る
の
か
、「
集
合
物
」

の
代
位
に
位
置
づ
け
る
の
か
、
⑵
夫
に
家
財
道
具
の
補
充
義
務
を
課
す
る
の
か
、
⑶
婚
姻
世
帯
へ
の
「
組
入
れ
」
を
要
件
と
す
る
の

か
。
⑶
は
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
妻
は
家
財
道
具
の
所
有
権
を
譲
渡
人
か
ら
直
接
取
得
す
る
の
で
は
な
く
、
夫
を
経
由
し
て
承

継
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
家
財
道
具
の
所
有
権
は
「
組
入
れ
」
前
に
は
夫
に
帰
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
⑴
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
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段
階
で
は
、
①
代
位
論
の
角
度
か
ら
、
家
財
道
具
の
代
位
を
「
財
産
」
の
代
位
の
な
か
に
う
ま
く
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
（

）と
、

154

②
総
体
論
の
見
地
か
ら
、
構
成
要
素
の
変
動
が
あ
り
う
る
と
い
う
点
を
捉
え
て
家
財
道
具
を
「
財
産
」
と
呼
ぶ
も
の
（

）が
あ
っ
た
。
し

155

か
し
な
が
ら
、
家
財
道
具
の
代
位
の
規
定
が
財
産
の
代
位
の
な
か
で
か
な
り
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ

る
。
①
の
試
み
は
首
尾
を
え
な
か
っ
た
（

）。
批
判
者
た
ち
は
こ
う
し
た
誤
解
を
も
た
ら
し
た
立
法
者
の
態
度
、
す
な
わ
ち
持
参
財
産
の

156

資
力
代
位
に
類
す
る
も
の
と
み
て
な
ら
べ
て
規
定
し
た
こ
と
を
つ
よ
く
非
難
し
て
い
る
（

）。
②
に
対
し
て
は
、「
も
し
も
こ
の
こ
と

157

﹇
構
成
要
素
が
交
替
し
て
も
同
一
性
を
変
じ
な
い
﹈
が
財
産
概
念
の
決
定
的
基
準
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
畜
群
、
蔵
書
な
ど
も
財
産
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
（

）。
家
財
道
具
の
際
に
は
権
利
で
は
な
く
、
有
体
物
の
み
が
問

158

題
と
な
る
。
そ
し
て
、
あ
る
対
象
が
「
家
財
道
具
」
と
規
定
さ
れ
る
と
、
代
位
と
い
う
特
殊
な
作
用
に
服
す
る
。「
世
帯
に
よ
っ
て

経
済
上
の
用
途
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
対
象
と
し
て
、
一
定
の
関
係
の
も
と
で
特
別
な
法
的
規
制
に
服
す
る
べ
き
法
的
な

統
一
体
」
で
あ
る
か
ら
、
家
財
道
具
は
「
集
合
物
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（

）。
し
た
が
っ
て
、
家
財
道
具
は
体
系
上
む
し
ろ
、
集

159

合
物
の
代
位
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。
こ
の
位
置
づ
け
そ
れ
自
体
は
、
現
在
で
も
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。
⑵
⑶
の
問
い
が
立
て
ら

れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
体
系
的
位
置
づ
け
と
密
接
に
関
連
す
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
少
し
触
れ
て
き
た
、
集
合
物
の
代
位
の
ひ
と
つ

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
属
具
つ
き
の
土
地
を
目
的
と
す
る
用
益
権
の
準
則
に
よ
れ
ば
、
⑵
⑶
が
肯
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
後
の
議

論
に
も
関
連
す
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
概
要
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

BGB
§
1048
に
よ
れ
ば
、「
土
地
が
そ
の
属
具
と
と
も
に
用
益
権
の
目
的
」
で
あ
る
と
き
は
、
⒤
「
用
益
権
者
は
正
常
な
経
営
の

範
囲
内
に
お
い
て
個
々
の
属
具
を
処
分
」
す
る
こ
と
が
で
き
、
ⅱ
用
益
権
者
は
、
⒜
「
正
常
な
経
営
法
則
に
よ
っ
て
分
離
す
る
物
」

お
よ
び
、
⒝
「
通
常
の
損
耗
」
の
代
わ
り
に
、「
そ
の
補
充
を
調
達
す
る
こ
と
を
要
す
る
」、
ⅲ
用
益
権
者
が
調
達
し
た
物
は
、「
そ

れ
を
属
具
に
組
入
れ
る
と
と
も
に
」
属
具
所
有
者
の
所
有
に
な
る
。
こ
の
一
項
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
ま
で
変
更
は
な
い
。
一
般
的

な
解
説
（

）に
よ
れ
ば
、「
属
具
」
と
は
、「
土
地
を
そ
の
経
営
目
的
に
そ
く
し
て
利
用
す
る
た
め
に
指
定
せ
ら
れ
、
土
地
と
相
当
な
空
間

160
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的
関
係
に
あ
る
動
産
の
総
体
（

）」
で
あ
る
。
農
地
が
典
型
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
ホ
テ
ル
、
工
場
、
事
業
所
な
ど
に
つ
い

161

て
も
、
み
ぎ
の
よ
う
な
動
産
群
と
と
も
に
用
益
権
に
供
さ
れ
れ
ば
同
条
が
適
用
さ
れ
る
。
用
益
権
者
は
属
具
の
所
有
者
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、
正
常
な
経
営
の
範
囲
内
で
処
分
権
を
有
す
る
（
法
定
処
分
用
益
権
）（
⒤
）。
属
具
を
処
分
し
た
場
合
（
⒜
）
は
も
ち
ろ
ん
、

（
天
災
な
ど
を
除
く
）
通
常
の
損
耗
が
生
じ
た
場
合
（
⒝
）
に
も
、
用
益
権
者
は
補
充
義
務
を
負
う
（
ⅱ
）。
補
充
さ
れ
た
属
具
は
、
法

律
上
用
益
権
者
の
意
思
と
は
無
関
係
に
属
具
所
有
者
、
つ
ま
り
た
い
て
い
は
土
地
所
有
者
の
所
有
に
属
し
、
こ
れ
に
用
益
権
が
拡
張

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、「
組
入
れ
」（
ⅲ
）
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
組
入
れ
」
の
性
質
は
事

実
行
為
で
あ
り
、
土
地
ま
た
は
他
の
属
具
と
の
相
当
な
空
間
的
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
要
件
が
あ
る
た
め
に
、

属
具
所
有
権
は
直
接
属
具
所
有
者
に
移
転
す
る
こ
と
な
く
、
い
っ
た
ん
用
益
権
者
に
帰
属
し
、
組
入
れ
の
の
ち
に
「
用
益
権
者
か

ら（
）」

属
具
所
有
者
に
移
転
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
調
達
の
際
の
資
力
の
由
来
は
問
わ
れ
て
い
な
い
（

）。
こ
れ
と
比
較
し
て
BGB
§
1382

162
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a.F.を
み
る
と
、
夫
の
補
充
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
ⅱ
）、
世
帯
へ
の
「
組
入
れ
」
が
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
調
達
」

の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
ⅲ
）
が
特
徴
的
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
第
二
委
員
会
は
、
用
益
権
規
定
と
の
バ
ラ
ン
ス
と
は

無
関
係
に
、「
誠
実
で
立
派
な
あ
ら
ゆ
る
夫
の
通
常
の
意
思
」
か
ら
あ
え
て
補
充
義
務
を
規
定
し
な
か
っ
た
（
ⅱ
）。「
組
入
れ
」
の

点
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
（
ⅲ
）。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
「
代
わ
り
に
」
と
い
う
文
言
に
こ
の
要
件
を

読
み
込
む
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
妻
の
物
的
権
利
の
保
護
の
観
点
か
ら
直
接
取
得
を
想
定
し
て
い
た
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

ウ
ル
マ
ン
は
、
こ
の
属
具
つ
き
の
土
地
に
関
す
る
用
益
権
の
規
定
を
参
照
し
つ
つ
、「
他
の
事
例
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
集
合

物
を
日
常
的
に
維
持
す
る
た
め
に
損
耗
し
た
物
の
代
償
の
調
達
が
必
然
的
に
求
め
ら
れ
る
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

そ
し
て
、
妻
は
夫
に
対
し
て
、
家
財
道
具
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
限
り
で
代
償
調
達
請
求
権
を
有
し
、
こ
れ
が
履
行
さ
れ
な
い
と

き
に
は
夫
に
損
害
賠
償
義
務
が
生
じ
る
と
い
う
解
釈
論
を
展
開
す
る
（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
論
理
に
対
し
て
つ
よ
い

164

批
判
を
投
げ
か
け
る
（

）。
属
具
つ
き
土
地
の
用
益
権
の
規
定
は
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
り
、
他
の
集
合
物
に
拡
張
で
き
な
い
。
第
一
草
案

165
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理
由
書
も
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
土
地
と
と
も
に
動
産
の
総
体
が
用
益
権
に
服
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
工
場
の

機
械
、
ホ
テ
ル
の
設
備
、
農
地
の
器
具
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
土
地
と
概
念
上
ま
っ
た
く
か
か
わ
り
が
な
い
家
財
道
具
へ
の

適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
検
証
結
果
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
理
由
書
は
む
し
ろ
は
っ
き

り
と
、
編
纂
上
の
理
由
か
ら
明
文
で
は
規
定
し
な
い
が
、
土
地
と
は
無
関
係
の
動
産
の
総
体
を
目
的
と
す
る
用
益
権
に
も
拡
張
可
能

で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
バ
イ
ヤ
ー
は
、
さ
き
に
誤
解
を
招
き
や
す
い
記
述
で
あ
る
と
指
摘
し
た
、
通﹅

常﹅

の﹅

損﹅

耗﹅

の﹅

際﹅

の﹅

責﹅

任﹅

に﹅

関﹅

す﹅

る﹅

理
由
書
の
記
述
│
│
属
具
つ
き
土
地
の
規
定
は
「
例
外
」
で
あ
り
、
一
般
化
で
き
な
い
│
│
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
現
在
で
は
一
般
に
、「
土
地
」
に
限
定
す
る
の
で
は
経
済
上
の
需
要
に
応
え
ら
れ
な
い
、
こ
の
規
定
は
土
地
を
と
も
な
わ
な
い

動
産
の
総
体
の
際
に
も
類
推
適
用
さ
れ
う
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
は
理
由
書
の
記
載
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
166

管
理
共
同
制
に
よ
れ
ば
、
夫
は
妻
の
持
参
財
産
に
│
│
物
権
と
し
て
の
用
益
権
で
は
な
い
も
の
の
│
│
用
益
の
権
利
を
有
す
る
た

め
、
用
益
権
の
基
本
的
な
規
定
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
（
BGB
§§
1383
a.F.,vgl.1378
a.F.）。
そ
し
て
、
夫
は
妻
の
持
参
財
産
の

対
象
を
│
│
原
則
は
処
分
で
き
な
い
け
れ
ど
も
│
│
正
常
な
管
理
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
処
分
で
き
た
。
家
財
道
具
は
集
合
物
に
組
み

入
れ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
BGB
§
1048
の
前
提
で
あ
る
集
合
物
上
の
用
益
の
権
利
と
と
も
に
、「
正
常
な
経
営
の
範
囲
内
に
お

い
て
個
々
の
属
具
を
処
分
」（
⒤
）
で
き
た
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
補
充
義
務
（
ⅱ
）
は
処
分
権
付
与
（
⒤
）

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
（

）に
与
し
た
と
し
て
も
、
夫
の
補
充
義
務
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、

167

補
充
義
務
は
、
法
的
処
分
（
⒜
）
だ
け
で
な
く
「
通
常
の
損
耗
」（
⒝
）
事
例
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
処
分

権
付
与
と
不
可
分
の
も
の
で
は
な
い
（

）。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
用
益
・
集
合
物
・
処
分
権
・
補
充
義
務
の
点
で
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
る
な

168

ら
ば
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
家
財
道
具
の
際
に
も
世
帯
へ
の
「
組
入
れ
」（
ⅲ
）
が
必
要
で
あ
り
、
家
財
道
具
の
所
有
権
は
ま
ず
夫
に

帰
属
し
、
組
入
れ
と
と
も
に
妻
に
移
転
す
る
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
ウ
ル
マ
ン
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
BGB

§
1048
と
対
比
す
る
こ
と
な
く
、
単
純
に
、「
夫
に
よ
る
損
耗
し
た
家
財
道
具
の
代
償
物
の
調
達
」
は
、
夫
が
妻
の
代
理
人
と
し
て
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行
為
し
た
か
の
よ
う
に
「
妻
の
た
め
に
直
接
所
有
権
取
得
」
を
も
た
ら
す
と
し
て
い
る
（

）。
169

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
、
補
充
義
務
（
⑵
）、「
組
入
れ
」
の
要
否
（
⑶
）
に
つ
い
て
は
、
│
│
い
ず
れ
も
極
少
数
説
で
あ
る

が
│
│
異
な
る
角
度
か
ら
肯
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
、
集
合
物
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ラ
ー
は
、「
用
益
権
」

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
集
合
物
」
か
ら
出
発
す
る
（

）。
営
業
上
ま
た
は
家
政
上
の
属
具
・
道
具
は
、
正
常
な
経
済
活
動
の
際
に
は
使
用

170

に
よ
り
損
耗
す
る
た
め
、
新
し
く
調
達
し
て
補
充
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
属
具
・
道
具
が
所
有
者
の
も
と
を
離
れ

て
他
人
、
非
所
有
者
の
管
理
と
用
益
に
服
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
が
総
体
と
し
て
つ
ね
に
所
有
者
に
残
存
し
、
占
有
者
・
用
益
権

者
が
そ
の
維
持
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
、
と
い
う
の
が
経
済
上
合
目
的
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
占
有
者
に
よ
り
属
具
・
道
具
の
た

め
に
調
達
さ
れ
た
物
の
所
有
権
は
組
入
れ
と
と
も
に
原
目
的
物
の
所
有
者
に
属
す
る
、
と
い
う
ル
ー
ル
が
定
立
さ
れ
る
。
そ
の
法
的

な
意
味
は
、
集
合
物
へ
の
組
入
れ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
法
定
の
所
有
権
移
転
の
命
令
に
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
視
座
か
ら
現
行
法

の
規
定
を
眺
め
、
①
土
地
の
属
具
と
、
②
家
財
道
具
の
規
定
を
評
価
す
る
。
①
で
は
、
用
益
権
の
み
な
ら
ず
、
用
益
賃
貸
借
（
BGB

§
588
a.F.）、
後
位
相
続
財
産
（
BGB
§
2111
II）
の
際
の
土
地
の
属
具
の
規
律
を
取
り
上
げ
、
み
ぎ
の
ル
ー
ル
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ

れ
て
い
る
も
の
と
み
る
（

）が
、
②
に
対
し
て
は
批
判
的
に
対
峙
す
る
（

）。
と
く
に
条
文
が
「
調
達
」
の
み
に
言
及
し
、「
組
入
れ
」
に
触

171

172

れ
て
い
な
い
点
を
問
題
視
し
、「
代
わ
り
に
」
と
い
う
文
言
に
こ
の
要
件
を
読
み
込
む
べ
き
と
主
張
す
る
。
む
し
ろ
「
組
入
れ
」
こ

そ
が
本
質
的
要
件
で
あ
り
、
調
達
行
為
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で
な
い
。
ホ
テ
ル
経
営
者
が
自
己
の
妻
の
家
財
道
具
を
補
充
す
る
た

め
、
ホ
テ
ル
に
と
っ
て
あ
る
調
度
を
取
り
出
し
た
場
合
、
こ
の
調
度
は
家
財
道
具
へ
の
組
入
れ
と
と
も
に
妻
の
所
有
に
な
る
。
妻
が

不
注
意
に
も
ホ
テ
ル
経
営
者
と
婚
姻
し
た
た
め
に
﹇
夫
は
ホ
テ
ル
に
あ
る
も
の
で
間
に
合
わ
せ
、
自
分
の
資
力
で
新
た
に
調
達
す
る
こ
と

は
し
な
い
た
め
﹈
BGB
§
1382
a.F.の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
い
と
判
示
す
る
裁
判
官
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ

ラ
ー
は
「
組
入
れ
」（
⑶
）
の
重
要
性
を
強
調
す
る
た
め
、
補
充
義
務
（
⑵
）
に
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
が
、
土
地
の
属
具
と
同

様
、
家
財
道
具
の
際
に
も
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
で
あ
る
（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
エ
ン
デ
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（

）。
代
位
に
よ
る
法

173

174
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定
所
有
権
移
転
は
「
物
の
経
済
上
の
用
途
、
す
な
わ
ち
住
居
備
品
の
全
状
況
が
使
用
で
き
る
状
態
で
維
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」
に
基

づ
く
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
こ
の
観
念
を
「
よ
り
狭
く
」
規
定
し
、
家
財
道
具
の
補
充
﹇
義
務
﹈
を
排
除
し
た
。
こ
れ
は
、

総
体
概
念
を
基
礎
と
し
て
代
位
を
認
め
る
一
方
、
補
充
義
務
は
排
除
す
る
立
場
で
あ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
ク
ロ
ー
メ

は
エ
ン
デ
マ
ン
と
類
似
の
立
場
に
た
ち
な
が
ら
も
、
家
財
道
具
は
一
つ
ひ
と
つ
で
は
な
く
「
そ
れ
自
体
が
合
目
的
的
に
補
充
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
い
わ
ば
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
（

）。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
も
論
旨
は
簡

175

潔
で
あ
り
、
理
由
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
婚
姻
法
、
婚
姻
の
一
般
的
効
果
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
オ
ペ
ッ

ト
／
フ
ォ
ン
・
ブ
ル
ー
メ
は
、
夫
の
家
財
道
具
の
補
充
義
務
（
⑵
）
を
、
夫
の
妻
へ
の
扶
養
義
務
（
BGB
§
1360
IIIIa.F.）
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
る
（

）。
同
条
に
よ
れ
ば
、
夫
は
自
己
の
地
位
、
財
産
、
所
得
能
力
に
応
じ
て
妻
を
婚
姻
生
活
共
同
体
に
適
し
た
方
法
で
扶

176

養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
バ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
規
定
を
根
拠
に
夫
の
補
充
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
（

）。
こ

177

の
義
務
に
は
相
当
な
調
度
が
つ
い
た
住
居
を
提
供
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
が
、
調
度
に
つ
き
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
ま
で
は
必
要

な
く
、
た
と
え
ば
賃
貸
借
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
夫
婦
が
日
常
生
活
で
用
い
る
対
象
に
つ
い
て
は
夫
婦
が
こ

れ
を
所
有
す
る
の
が
通
常
だ
か
ら
、
た
ん
に
賃
借
す
る
だ
け
で
は
、
婚
姻
共
同
生
活
に
適
し
た
方
法
と
は
い
え
な
い
と
い
う
反
論
が

あ
る
（

）。
178残

り
の
見
解
は
、
と
く
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
法
定
財
産
制
固
有
の
解
釈
を
展
開
す
る
。
第
一
に
、
補
充
義
務
（
⑵
）
に
つ
い

て
は
、
第
二
委
員
会
の
立
場
と
同
様
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
の
が
圧
倒
的
通
説
で
あ
る
（

）。
家
財
道
具
の
代
位
の
基
礎
に
は
、

179

誠
実
な
夫
が
自
己
の
資
力
に
よ
り
妻
の
家
財
道
具
の
状
態
を
良
好
に
保
つ
と
い
う
考
慮
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
訴
求
可
能
な
補

充
義
務
を
夫
に
課
す
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
う
し
た
義
務
は
儀
礼
上
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
（

）な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
。
第
二
に
、

180

「
組
入
れ
」
の
要
否
（
⑶
）
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
そ
も
そ
も
問
題
意
識
が
生
じ
て
い
な
い
。
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
な
い
の
が
通

常
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
む
し
ろ
「
調
達
行
為
」
が
本
質
的
要
件
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（

）。
だ
か
ら
こ
そ
、

181
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支
配
的
見
解
は
、
代
位
物
の
所
有
権
が
妻
に
直
接
帰
属
す
る
と
説
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
妻
は
夫
の
権
利
の
承
継
人
で

は
な
く
、
法
上
直
接
的
に
権
利
を
取
得
す
る
。
妻
の
取
得
は
「
法
律
に
よ
る
権
利
取
得
」、
よ
り
正
確
に
は
「
直
接
取
得
」
で
あ
り
、

「
夫
か
ら
承
継
す
る
の
で
は
な
い
（

）」、
す
な
わ
ち
代
位
の
効
果
は
「
法﹅

律﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

直﹅

接﹅

的﹅

に﹅

中﹅

間﹅

的﹅

な﹅

移﹅

転﹅

と﹅

時﹅

間﹅

的﹅

な﹅

間﹅

隔﹅

を﹅

挟﹅

182

ま﹅

ず﹅

に﹅

」（
）生
じ
る
、「
夫
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
所
有
権
は
そ
の
﹇
所
有
権
取
得
効
の
﹈
発
生
の
瞬
間
に
妻
に
移
転
す
る
（

）」
と
さ
れ
る
。

183

184

こ
れ
に
対
し
て
、
バ
イ
ヤ
ー
は
ヴ
ァ
ラ
ー
に
与
し
、「
組
入
れ
」
が
決
定
的
な
要
件
で
あ
り
、
調
達
行
為
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
な

く
、
在
庫
か
ら
婚
姻
生
活
に
持
ち
出
さ
れ
た
場
合
で
も
よ
い
と
す
る
。
ヴ
ァ
ラ
ー
は
夫
が
ホ
テ
ル
経
営
者
で
あ
る
場
合
の
不
都
合
を

述
べ
て
い
た
が
、
バ
イ
ヤ
ー
は
こ
れ
に
夫
が
家
具
製
造
業
者
で
あ
る
場
合
を
付
け
加
え
て
い
る
（

）。
バ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
理
解
を
効
果
論

185

に
も
首
尾
一
貫
さ
せ
、
次
の
よ
う
に
い
う
（

）。
代
償
物
の
所
有
権
は
要
件
充
足
の
際
に
、「
家
族
で
使
用
す
る
瞬
間
に
夫
か
ら
妻
に
」

186

移
転
す
る
。
も
っ
と
も
、「
組
入
れ
」
の
必
要
と
い
う
結
論
は
一
致
し
て
い
て
も
、
そ
の
根
拠
づ
け
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
み
る
の

が
相
当
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ラ
ー
は
集
合
物
論
を
基
礎
と
し
て
い
た
が
、
バ
イ
ヤ
ー
は
妻
の
家
財
道
具
の
代
位
・
管
理
共
同
制
内
在
的
な

根
拠
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
解
消
の
際
に
家
財
道
具
を
正
常
な
状
態
で
妻
に
返
還
す
る
の
は
夫
に
と
っ
て
名
誉
な
こ
と

で
あ
る
、
妻
は
法
定
財
産
制
で
は
所
得
に
対
す
る
持
ち
分
を
有
し
な
い
の
だ
か
ら
そ
の
小
さ
な
対
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
第
二
委
員
会
が
述
べ
て
い
た
テ
ー
ゼ
を
、
代
位
の
解
釈
の
際
に
は
つ
ね
に
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
か

れ
の
理
由
づ
け
で
あ
る
（

）。
187

㈡

意
思
の
要
否

こ
の
時
期
に
は
、
夫
の
意
思
の
要
否
が
は
げ
し
く
争
わ
れ
た
。
起
点
と
な
っ
た
の
は
、
テ
ィ
ー
レ
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
持
参
財
産
の
資
力
代
位
（
BGB
§
1381
a.F.）
と
同
様
に
、
家
財
道
具
の
代
位
（
BGB
§
1382
a.F.）
で
も
、
夫
の
「
持
参
財
産

の
計
算
で
取
得
す
る
意
思
」
が
求
め
ら
れ
、
夫
は
自
己
の
計
算
で
取
得
す
る
意
思
を
証
明
す
れ
ば
代
位
の
効
果
を
排
除
で
き
る
。
そ
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の
根
拠
は
立
法
史
で
あ
る
（

）。
│
│
わ
れ
わ
れ
も
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
│
│
①
副
委
員
会
の
反
対
草
案
§
m
で
は
も
と
も
と
二

188

つ
の
条
文
が
ひ
と
つ
の
条
文
の
前
文
と
後
文
の
か
た
ち
で
続
け
ら
れ
、「
ま
た
同
じ
」
と
さ
れ
て
い
た
、
②
主
委
員
会
は
調
達
が
い

か
な
る
意
味
で
な
さ
れ
た
の
か
を
一
つ
ひ
と
つ
探
求
す
る
作
業
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
夫
が
反
対
の
こ
と

を
証
明
で
き
れ
ば
適
用
の
排
除
を
認
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
イ
ヤ
ー
は
次
の
よ
う
に
批

判
す
る
（

）。
①
副
委
員
会
の
草
案
が
「
ま
た
同
じ
」
と
し
て
い
た
の
は
、
後
文
で
ふ
た
た
び
「
持
参
財
産
と
す
る
」
と
繰
り
返
す
の
を

189

回
避
す
る
意
味
し
か
な
か
っ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
、
②
主
委
員
会
は
所
有
権
状
況
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
誠
実
な

夫
の
通
常
の
意
思
内
容
を
反
証
で
き
な
い
推
定
（
praesum
ptiones
iuris
etde
iure）
と
し
て
定
立
し
、
滅
失
し
ま
た
は
価
値
の
な

く
な
っ
た
家
財
道
具
の
補
充
と
し
て
調
達
さ
れ
た
物
は
持
参
財
産
に
な
る
と
い
う
文
面
で
定
式
化
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
夫
の
抗
弁

を
許
す
趣
旨
で
は
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
す
で
に
考
察
し
た
と
お
り
、
立
法
者
意
思
の
解
釈
と
し
て
は
、
バ
イ
ヤ
ー
の
読
み
方

が
正
当
で
あ
る
。
決
定
的
な
の
は
、
帝
国
司
法
庁
覚
書
で
夫
が
い
ず
れ
の
計
算
で
調
達
し
た
の
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
旨
が
は
っ
き

り
と
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
主
委
員
会
も
ま
た
、
明
確
性
の
問
題
の
ほ
か
に
、
と
り
わ
け
妻
の
地
位
の
保
護
の
観
点
か
ら
、

資
力
代
位
で
は
な
お
抗
弁
と
し
て
顧
慮
さ
れ
た
夫
の
計
算
意
思
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
抗
弁
す
ら
認
め
な
い
も
の
と
し
て

い
た
。
そ
の
際
に
は
も
っ
ぱ
ら
規
範
的
な
意
思
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
か
り
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
意
思
が
不
問
に
ふ
さ
れ
た
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。「
調
達
行
為
」
の
際

に
、
夫
が
当
該
物
を
古
い
家
財
道
具
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
代
償
意
思
が
必
要
か
ど
う
か
が

別
途
問
題
と
な
る
。
資
力
代
位
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
と
し
て
当
然
に
対
価
と
し
て
取
得
す
る
意
思
が
存
す
る
場
合
と
は
異
な
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
し
ば
し
ば
混
同
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ン
ク
／
ウ
ン
ツ
ナ
ー
は
「
主
観
的
」

要
件
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
、「
夫
が
新
た
な
物
を
、
も
は
や
存
在
し
な
い
ま
た
は
価
値
の
な
く
な
っ
た
物
の
代
わ
り
に
調
達
す
る

意
思
」﹇
代
償
意
思
﹈
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ﹅

の﹅

説﹅

明﹅

と﹅

し﹅

て﹅

、「
BGB
§
1381
a.F.が
代
位
の
発
生
を
妨
げ
る
事
情
﹇
と
し
て
規
定
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す
る
﹈、
夫
が
所
有
権
を
、
持
参
財
産
の
計
算
で
は
な
く
自
己
の
た
め
に
取
得
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
BGB
§

1382
a.F.で
も
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
」﹇
計
算
意
思
﹈
と
続
け
て
い
る
（

）。
他
方
、
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
は
プ
ラ
ン
ク
に
反
対
し
、
意
思

190

は
不
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
身
と
し
て
は
計
算
意
思
の
み
を
想
定
し
て
い
る
（

）。
ゼ
ル
ゲ
ル
は
単
純
に
、「
夫
の
意
思
は

191

こ
こ
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
が
、
内
容
に
つ
き
な
に
も
述
べ
て
い
な
い
（

）。
そ
こ
で
、
本
稿
の
関
心
か
ら
あ
ら
た
め
て
議
論

192

状
況
を
分
析
し
直
す
と
、
二
つ
の
立
場
が
有
力
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
一
つ
は
、
持
参
財
産
の
計
算
で
取
得
す
る
意
思

193

は
不
要
で
あ
る
が
、
代
償
意
思
は
必
要
と
す
る
も
の
（

）、
も
う
一
つ
は
、
夫
の
意
思
は
一
切
問
題
と
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
計
算
意
思
も

194

代
償
意
思
も
い
ず
れ
も
不
要
と
す
る
も
の
（

）で
あ
る
。
第
二
説
は
、
諸
事
情
か
ら
代
位
物
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
十

195

分
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
趣
旨
の
ひ
と
つ
に
所
有
権
状
況
の
明
確
化
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
計
算
意
思
と
と
も

に
代
償
意
思
も
不
要
と
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
一
説
の
と
く
代
償
意
思
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

夫
が
調
達
し
た
物
を
婚
姻
生
活
に
組
み
入
れ
る
意
思
が
な
か
っ
た
場
合
、
た
と
え
ば
転
売
目
的
の
調
達
の
際
に
は
こ
の
意
思
が
欠
け

る
と
説
か
れ
て
い
る
（

）。
196

㈢

価
値
の
増
加

す
で
に
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
修
正
理
由
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
原
目
的
物
に
比
べ
て
調
達
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ

た
物
の
価
値
が
高
い
場
合
に
代
位
を
生
じ
さ
せ
て
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
の
問
い
に
対
処
す
る
に
は
、「
調
達
行
為
」

の
際
に
、
主
観
的
要
件
（
す
で
に
み
た
計
算
意
思
か
代
償
意
思
）
を
導
入
す
る
方
法
の
ほ
か
に
、
客
観
的
（
客
体
）
要
件
と
し
て
価
値

的
限
界
を
設
け
る
方
法
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
学
説
に
は
、
後
者
の
方
策
を
検
討
す
る
も
の
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

客
観
的
に
は
、「
使
用
目
的
が
本
質
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
（

）」「
世
帯
を
拡
張
す
る
た
め
の
新
た
な
調
達
は
こ
こ
に
属
さ
な
い
（

）」
と

197

198

い
っ
た
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
限
界
が
画
さ
れ
て
い
た
。た
と
え
ば
、引
越
し
の
際
に
従
来
は
な
か
っ
た
妻
の
化
粧
室
を
作
っ
た
場
合
（

）、従

199
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来
は
来
客
を
一
切
拒
絶
し
て
い
た
の
に
客
室
用
の
調
度
を
揃
え
た
場
合
（

）、
一
二
セ
ッ
ト
あ
っ
た
銀
食
器
を
二
四
セ
ッ
ト
に
増
や
し
た

200

場
合
（

）は
「
代
わ
り
」
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
コ
ー
ヒ
ー
セ
ッ
ト
の
う
ち
の
ポ
ッ
ト
が
壊
れ
た
た
め
に
新
し
い
コ
ー
ヒ
ー
セ
ッ
ト

201
を
調
達
す
る
場
合
に
は
、
た
し
か
に
従
来
の
も
の
よ
り
も
増
量
が
み
ら
れ
る
が
、
代
償
と
み
な
す
こ
と
に
支
障
は
な
い
と
さ
れ
る
（

）。
202

ま
た
、
椅
子
四
脚
つ
き
ソ
フ
ァ
ー
の
代
わ
り
に
椅
子
六
脚
つ
き
ソ
フ
ァ
ー
を
購
入
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
（

）。
た
ん
な
る
ソ
フ
ァ
ー

203

の
代
わ
り
に
ソ
フ
ァ
ー
ベ
ッ
ド
が
調
達
さ
れ
た
場
合
の
よ
う
に
、
同
種
性
も
要
求
さ
れ
な
い
（

）。
一
般
論
と
し
て
、
価
値
の
高
低
は
問

204

題
と
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
（

）。
205

よ
く
知
ら
れ
た
コ
ー
ザ
ッ
ク
の
例
（

）を
引
い
て
お
こ
う
。
妻
が
八
〇
マ
ル
ク
の
廉
価
な
炻
器
製
の
食
器
を
嫁
資
と
し
て
持
参
し
、
夫

206

婦
で
こ
れ
を
用
い
て
き
た
が
、
し
だ
い
に
飽
き
足
ら
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
妻
は
夫
の
同
意
を
え
て
こ
の
食
器
を
コ
ッ
ク
に
贈
与

し
た
。
夫
は
そ
の
代
わ
り
に
自
己
の
資
力
で
、
一
〇
〇
〇
マ
ル
ク
の
高
価
な
セ
ー
ヴ
ル
磁
器
製
の
食
器
を
調
達
し
た
。
こ
の
場
合
に

も
、
新
旧
食
器
の
価
値
に
差
異
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
な
食
器
は
妻
に
帰
属
す
る
と
い
う
。
コ
ー
ザ
ッ
ク
は
当
初
（

）、
贈
与

207

以
前
に
新
た
な
食
器
が
調
達
さ
れ
た
場
合
に
は
代
位
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
点
に
対
し
て
は
代
償
調
達
行

為
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
批
判
さ
れ
て
い
た
（

）。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
価
値
が
顕
著
に
異
な
る
場
合
に
も
、

208

代
位
を
肯
定
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
ー
レ
は
よ
り
一
般
的
に
、
妻
が
貧
し
い
家
財

道
具
し
か
持
参
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
稼
ぎ
が
良
く
な
っ
た
夫
が
の
ち
に
そ
の
代
わ
り
に
洗
練
さ
れ
た
調
度
を
購
入
し
た
場
合
、

そ
の
調
度
は
価
値
の
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
持
参
財
産
に
属
す
る
と
い
う
（

）。
こ
の
文
脈
で
は
、
バ
イ
ヤ
ー
が
、
の
ち
に
は
疑

209

わ
し
い
と
さ
れ
る
、
ピ
ア
ノ
の
代
わ
り
に
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
を
家
族
で
使
う
こ
と
に
し
た
場
合
に
つ
い
て
、「
BGB
§
1382
a.F.の

適
用
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
ど
だ
れ
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
も
援
用
で
き
よ
う
（

）。
プ
ラ
ン
ク
／
ウ
ン
ツ

210

ナ
ー
に
よ
れ
ば
、「
解
釈
の
際
に
は
、
こ
の
規
定
を
取
り
入
れ
た
第
二
委
員
会
が
、
管
理
用
益
制
に
お
い
て
は
妻
は
所
得
か
ら
排
除

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
小
さ
な
代
償
を
妻
に
与
え
よ
う
と
い
う
考
慮
に
も
導
か
れ
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
（

）」。
211
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す
で
に
み
た
よ
う
に
バ
イ
ヤ
ー
も
、
調
達
行
為
を
不
要
と
解
す
る
文
脈
で
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
所
得
へ
の
妻
の
寄

与
が
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
妻
の
保
護
に
傾
い
た
緩
や
か
な
解
釈
を
許
容
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（

）。
212

４

家
具
令
の
制
定
│
│
離
婚
の
際
の
家
具
の
分
配
規
定

ド
イ
ツ
で
は
一
九
四
四
年
に
、
婚
姻
法
第
六
施
行
令
と
し
て
「
離
婚
後
の
婚
姻
住
居
お
よ
び
家
具
の
取
扱
い
に
関
す
る
命
令
（

）」、
213

い
わ
ゆ
る
家
具
令
（
H
ausratsV
O
）
が
制
定
さ
れ
た
（

）。
戦
争
に
よ
り
住
宅
難
・
物
資
の
欠
乏
が
顕
著
に
な
っ
た
た
め
、
夫
婦
が
離
婚

214

し
た
際
に
そ
れ
ま
で
共
同
で
利
用
し
て
い
た
婚
姻
住
居
、
家
具
の
利
用
・
分
配
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
争
い
が
生
じ
て
い
た
。
こ
の

問
題
に
つ
き
現
行
法
で
は
き
ち
ん
と
対
処
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
新
た
に
実
体
関
係
を
規
制
し
、
そ
れ
に
と
も
な
う
手
続
・
費
用
な

ど
を
定
め
た
わ
け
で
あ
る
。
総
則
に
よ
る
と
、
離
婚
当
事
者
が
合
意
で
き
な
い
場
合
に
、
裁
判
官
が
、
当
事
者
の
申
立
て
に
基
づ
き
、

住
居
お
よ
び
家
具
に
関
す
る
法
律
関
係
を
形
成
す
る
（
H
ausratsV
O
§
1
Ia.F.）。
裁
判
官
が
よ
る
べ
き
原
則
は
、「
公
平
な
裁
量

（
billiges
Erm
essen）」
に
し
た
が
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
「
個
別
事
件
の
す
べ
て
の
事
情
、
と
く
に
子
の
福
祉
と
共
同
生

活
の
要
請
」
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
H
ausratsV
O
§
2
a.F.）。
離
婚
当
事
者
間
の
〝
請
求
権
〞
を
訴
訟
に
よ
っ
て
貫
徹

す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
裁
判
官
が
公
平
な
裁
量
に
よ
り
法
律
関
係
を
形
成
す
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
構
造
上
の
特
徴
が

あ
る
。
家
具
令
の
「
家
具
（
H
ausrat）」
は
、「
家
財
道
具
（
H
aushaltsgegenstände）」
と
同
じ
概
念
で
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ

て
い
る
（

）。
本
稿
の
問
題
と
関
連
す
る
の
は
離
婚
後
の
家
具
分
配
に
関
す
る
次
の
規
定
で
あ
る
。

215
第
一
に
、
夫
婦
の
共
有
に
属
す
る
家
具
（
H
ausratsV
O
§
8
a.F.）
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
こ
れ
を
「
公
正
か
つ
合
目
的
的
に
」

分
配
す
る
（
一
項
）。
一
方
配
偶
者
の
単
独
所
有
と
す
る
場
合
に
「
公
平
に
か
な
う
」
と
判
断
す
る
と
き
は
、
こ
の
配
偶
者
が
他
方

配
偶
者
に
「
調
整
金
」
を
支
払
う
よ
う
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
（
三
項
）。
問
題
は
、「
婚
姻
継
続
中
に
共
同
の
世
帯
の
た
め
に
調
達
さ

れ
た
家
具
」
は
、
み
ぎ
の
分
割
の
際
に
夫
婦
の
「
共
有
」
に
属
す
る
も
の
と
推
定
す
る
、
た
だ
し
、「
一
方
配
偶
者
の
単
独
所
有
が
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確
定
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
し
て
い
る
（
二
項
）
点
で
あ
る
。
帝
国
司
法
省
の
公
式
解
説
（

）に
よ
る
と
、
そ
の
「
内

216

的
な
正
当
化
根
拠
」
は
次
の
点
に
あ
る
（

）。
婚
姻
継
続
中
に
共
同
の
世
帯
の
た
め
に
家
具
を
調
達
す
る
配
偶
者
は
、
夫
婦
関
係
が
損
な

217

わ
れ
て
い
な
い
限
り
、
一
般
論
と
し
て
、
こ
れ
を
「
夫
婦
の
た
め
に
」
調
達
し
よ
う
と
す
る
。
通
常
「
自
己
や
他
方
配
偶
者
の
単
独

所
有
」
と
す
る
意
思
は
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
夫
婦
間
の
関
係
は
様
々
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
一
般
の
考
慮
が
あ
て
は
ま

ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
の
関
係
で
は
、
家
財
道
具
の
代
位
に
よ
る
と
夫
が
購
入
し
た
物
は
妻
の
単
独
所
有
に
帰

す
る
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
こ
の
推
定
が
及
ぶ
と
す
れ
ば
、
│
│
婚
姻
継
続
中
は
と
も
か
く
│
│
離
婚
に
い
た
っ
た
と
き

に
は
こ
の
ル
ー
ル
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
公
式
解
説
は
こ
の
疑
問
に
応
え
、
だ
か
ら
「
た
だ

し
書
」
を
設
け
た
と
い
う
。
配
偶
者
が
調
達
の
際
に
家
具
を
自
己
ま
た
は
他
方
配
偶
者
の
単
独
所
有
と
す
る
旨
を
は
っ
き
り
と
さ
せ

て
い
る
場
合
と
と
も
に
、
家
財
道
具
の
代
位
「
BGB
§
1382
a.F.」
も
こ
の
た
だ
し
書
に
当
た
る
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
物
の
所

有
権
は
妻
に
属
す
る
と
明
言
し
て
い
る
（

）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
よ
り
形
式
的
な
衝
突
は
避
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
よ
り
立
ち
入
っ
て

218

み
る
と
、
み
ぎ
に
み
た
共
有
推
定
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
は
代
位
の
そ
れ
と
は
異
な
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
家
財
道
具
の
代
位
の
際

に
は
、
夫
が
家
財
道
具
を
調
達
す
る
際
に
は
通
常
妻
の
た
め
に
取
得
す
る
意
思
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
が

の
ち
に
つ
よ
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
両
者
は
「
矛
盾
（

）」
の
関
係
に
は
た
た
な
い
。
離
婚
の
際
の
適
用
か
、
婚
姻
継

219

続
中
の
適
用
か
と
い
う
適
用
時
期
の
相
異
を
除
き
、
基
本
思
考
に
着
目
し
て
も
、
家
具
令
は
、
配
偶
者
が
共
同
世
帯
の
た
め
の
家
具

を
調
達
す
る
場
面
一
般
│
│
新
調
達
・
拡
張
調
達
を
含
む
│
│
を
把
握
す
る
一
方
、
単
独
所
有
を
主
張
す
る
者
の
抗
弁
を
許
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
家
財
道
具
の
代
位
で
は
、
夫
が
原
目
的
物
の
代
わ
り
に
家
財
道
具
を
調
達
す
る
場
面
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
際
に
は
夫
の
抗
弁
は
許
容
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
後
者
は
前
者
と
異
な
り
、
適
用
対
象
を
限
定
し
、
か
つ
通
常
の
意
思
を

も
っ
ぱ
ら
規
範
的
な
も
の
と
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
析
す
る
な
ら
ば
、
公
式
解
説
を
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と

読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第
二
に
、
一
方
配
偶
者
の
単
独
所
有
に
属
す
る
家
具
（
H
ausratsV
O
§
9
a.F.）
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
な
場
合
に
、
裁
判
所
に

よ
る
介
入
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
そ
の
よ
う
な
家
具
の
う
ち
、「
必
要
不
可
欠
な
」
も
の
を
、「
他
方
配
偶
者
が
そ
の

継
続
利
用
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、
か
つ
所
有
者
に
他
方
配
偶
者
へ
の
移
譲
を
求
め
る
こ
と
が
正
当
と
さ
れ
う
る
場
合
」
に
限
っ
て
、

こ
れ
を
他
方
配
偶
者
に
あ
て
が
う
こ
と
が
で
き
る
（
一
項
）。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
賃
貸
借
│
│
争
い
の
も
と
に
な
る
と
し
て
敬

遠
さ
れ
る
│
│
の
ほ
か
、
相
当
な
対
価
と
と
も
に
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
（
二
項
）。
公
式
解
説
に
よ
れ
ば
、
単

独
所
有
権
に
対
す
る
介
入
は
、
こ
の
条
文
に
よ
り
「
狭
く
」
記
述
さ
れ
た
「
特
定
の
限
界
内
」
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、「
必
要
不
可

欠
な
」
家
具
に
は
ベ
ッ
ド
、
机
、
椅
子
な
ど
が
属
す
る
（

）。
そ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
条
文
が
適
用
さ
れ
る

220

一
方
配
偶
者
の
単
独
所
有
に
属
す
る
家
具
に
は
、
代
位
の
規
範
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（

）。
し
た
が
っ
て
、
き
わ

221

め
て
例
外
的
な
場
合
で
あ
る
に
せ
よ
、
離
婚
の
際
に
代
位
の
結
論
が
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
修
正
な
い
し
調
整
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

未
公
刊
資
料
に
基
づ
く
研
究
（

）に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
帝
国
司
法
省
が
作
成
し
た
草
案
段
階
で
は
、
共
有
推
定
規
定
は
な
く
、
ま
た
、

222

単
独
所
有
に
属
す
る
家
具
の
所
有
権
を
他
方
配
偶
者
に
移
転
で
き
る
範
囲
が
対
象
に
よ
っ
て
よ
り
狭
く
制
限
さ
れ
て
い
た
（

）。
し
か
し
、

223

こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
意
見
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
（

）。
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
家
具
は
通
常
で
あ
れ
ば
一
方
ま

224

た
は
他
方
配
偶
者
の
個
人
的
利
用
の
た
め
で
は
な
く
、
世
帯
を
築
く
目
的
で
調
達
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
い
わ
ば
合
目
的
的
に
結
合

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
、
し
た
が
っ
て
裁
判
官
は
す
べ
て
の
家
財
道
具
を
、
所
有
権
関
係
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
分
配
で
き
る
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
の
高
等
裁
判
所
も
、
裁
判
官
が
公
平
の
観
点
か
ら
家
具
上
の
所
有
権
関
係
を
決
定
で
き
る
と
す
る
規
定
か
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
証
拠
調
べ
を
ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
推
定
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
る
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
さ
き
に
み
た
規
制
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

家
具
令
は
戦
後
に
、
基
本
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
婚
姻
・
家
族
関
係
お
よ
び
子
の
福
祉
保
護
と
い
う
現
代
的
な
規
制
目
的
を
与
え

法学研究 84 巻 12 号（2011：12）

688



ら
れ
（

）、
そ
の
後
も
通
用
し
て
き
た
が
、
二
〇
〇
九
年
の
改
正
に
よ
り
実
体
部
分
が
民
法
典
に
統
合
さ
れ
る
と
と
も
に
、
│
│
目
的
は
と

225
も
か
く
│
│
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

六

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
管
理
共
同
制
に
お
け
る
家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
生
成
と
展
開
を
追
跡
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
振
り
返
る

と
、
代
位
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
は
、
①
家
財
道
具
の
嫁
資
的
性
格
、
②
存
続
保
障
の
利
益
、
③
夫
の
通
常
の
意
思
、
④
妻
の
所
得

へ
の
参
与
、
⑤
所
有
権
状
況
の
明
確
化
が
指
摘
さ
れ
、
②
は
、
⒜
総
体
上
の
用
益
権
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
⒝
管
理
共
同
制
の
構
造
に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
時
代
に
応
じ
て
援
用
さ
れ
た
根
拠
は
一
様
で
は
な
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ

ル
法
の
規
制
は
、
①
と
②
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
②
の
基
礎
は
⒝
に
限
ら
れ
、
そ
の
意
味
も
婚
姻
継

続
中
に
取
得
さ
れ
た
動
産
が
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
夫
に
帰
す
る
の
を
防
止
す
る
点
に
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で
は
、

「
代
位
」
と
い
う
抽
象
概
念
が
登
場
し
、
基
礎
づ
け
と
し
て
は
、
①
が
脱
落
し
、
②
と
③
が
援
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
②
の
論
拠
と

し
て
は
、
⒝
と
と
も
に
、
夫
の
権
利
が
「
用
益
権
」
と
構
成
さ
れ
た
こ
と
と
、
集
合
物
の
一
般
規
定
の
存
在
か
ら
、
⒜
も
引
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
⒝
の
意
味
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
と
は
異
な
り
、
妻
の
持
参
財
産
が
夫
の
管
理
用
益
に
服
し
、
自
己
の

家
財
道
具
の
状
況
を
み
ず
か
ら
管
理
で
き
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
規
制
が
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
際
の
分
割
を
念

頭
に
お
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
「
代
位
」
は
す
で
に
婚
姻
継
続
中
に
作
用
す
る
。
立
法
過
程
で
は
、
プ
ロ
イ
セ

ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
同
様
、
①
は
問
題
と
な
ら
ず
、
②
お
よ
び
③
が
挙
げ
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
②
の
基
礎
は
異
な
る
。
⒜
は
も
は

や
問
題
と
さ
れ
ず
、
⒝
の
み
が
援
用
さ
れ
た
。
同
法
と
は
異
な
り
、
妻
の
地
位
は
強
化
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
意
味
は
や
は
り
夫
の

管
理
権
の
拡
張
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
、
④
と
⑤
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
が
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重
要
で
あ
る
。
②
は
⒜
⒝
と
も
に
管
理
共
同
制
固
有
の
構
造
を
基
礎
と
し
、
③
は
夫
が
妻
の
持
参
財
産
を
管
理
用
益
す
る
際
の
意
思

を
問
題
と
す
る
点
、
④
は
所
得
へ
の
妻
の
寄
与
が
評
価
さ
れ
な
い
欠
点
を
補
う
点
で
、
同
じ
よ
う
に
法
定
財
産
制
を
前
提
と
す
る
も

の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
①
は
家
財
道
具
と
い
う
客
体
の
属
性
を
根
拠
と
し
、
⑤
は
財
産
制
終
了
後
の
分
割

問
題
の
単
純
化
を
志
向
す
る
意
味
で
、
い
ず
れ
も
管
理
共
同
制
固
有
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
代
位
の
規
定
に
批
判
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
②
お
よ
び
③
に
つ
き
つ
よ
い
異
論
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
代
位
か
ら
生
じ
る
弊
害
、
新
規
定
の
議

論
と
の
関
係
で
は
と
く
に
、
価
格
の
増
加
が
生
じ
う
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
後
の
議
論
の
う
ち
で
目
を
引
く
の
は
、
立
法
の
際
に
は
批
判
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
位
規
定
の
合

理
性
を
疑
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
価
格
の
増
加
が
顕
著
な
場
合
で
す
ら
、
代
位
の
適
用
は
問
題
視
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
緩
や
か
な
解
釈
が
許
容
さ
れ
た
の
は
、
所
得
に
対
し
て
妻
の
持
ち
分
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
事
情
（
④
）
に
よ
る
。
錯
綜
し
た
議
論
が
生
じ
た
の
は
、
体
系
的
位
置
づ
け
と
、
夫
の
意
思
の
要
否
で
あ
る
。
前
者
に
つ
き
、

財
産
で
は
な
く
集
合
物
の
代
位
と
し
て
位
置
づ
け
る
点
に
関
し
て
は
お
お
む
ね
意
見
が
一
致
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
夫
の
補
充
義
務

と
、「
組
入
れ
」
の
要
否
（
経
由
的
取
得
か
直
接
的
取
得
か
）
に
つ
い
て
は
、
総
体
上
の
用
益
権
と
の
バ
ラ
ン
ス
論
（
②
⒜
）
が
復
活

し
て
、
属
具
つ
き
の
土
地
を
目
的
と
す
る
用
益
権
の
規
定
、
ま
た
は
、
集
合
物
論
一
般
の
角
度
か
ら
双
方
な
い
し
一
方
を
肯
定
す
る

見
解
が
主
張
さ
れ
た
ほ
か
、
婚
姻
の
一
般
的
効
果
で
あ
る
扶
養
義
務
か
ら
補
充
義
務
を
導
く
見
解
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

通
説
は
法
定
財
産
制
固
有
の
観
点
か
ら
、
夫
の
通
常
の
意
思
（
③
）
を
考
慮
し
て
、
補
充
義
務
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、「
組
入
れ
」

も
と
く
に
必
要
と
せ
ず
、
妻
の
直
接
的
取
得
を
認
め
て
い
た
が
、
同
じ
視
座
に
た
ち
つ
つ
も
、
妻
の
保
護
（
④
）
の
観
点
か
ら
、
調

達
行
為
は
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
文
脈
で
、「
組
入
れ
」
を
決
定
的
な
要
件
と
み
る
も
の
が
あ
っ
た
。
後
者
、
す
な
わ
ち

意
思
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
計
算
意
思
は
不
要
と
さ
れ
た
も
の
の
、
代
償
意
思
を
も
不
要
と
み
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
所
有
権
状
況

の
明
確
化
（
⑤
）
の
射
程
と
の
関
係
で
立
場
が
分
か
れ
た
。
家
具
令
│
│
離
婚
後
の
家
具
分
配
の
規
制
│
│
が
、
婚
姻
継
続
中
に
共
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同
の
世
帯
の
た
め
に
調
達
さ
れ
た
家
具
に
つ
き
共
有
推
定
規
定
を
設
け
た
こ
と
が
、
代
位
の
規
定
の
優
先
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
夫
の
仮
定
的
意
思
に
よ
る
論
証
（
③
）
と
の
関
係
で
、
新
規
定
の
際
に
議
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
は
管
理
共
同
制
に
固
有
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
構
造
と
密
接
に
関
連
す

る
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
女
同
権
法
に
よ
り
剰
余
共
同
制
が
導
入
さ
れ
た
際
に
も
、
こ
の
規
定
は
│
│
妻
も
調
達

配
偶
者
と
な
り
え
、
夫
も
代
位
権
者
と
な
り
う
る
と
い
う
修
正
を
と
も
な
っ
て
│
│
維
持
さ
れ
た
。
ま
ず
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は

そ
の
論
拠
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
立
法
者
の
態
度
に
対
し
て
つ
よ
い
批
判
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
二
〇
〇
九
年
改
正
法
に
よ
る
削
除

に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
位
規
定
を
擁
護
す
る
立
場
が
援
用
し
た
根
拠
は
な
に
か
。
家
財
道
具
の
代
位
規
定

は
、
剰
余
共
同
制
、
家
財
道
具
の
規
制
お
よ
び
物
上
代
位
論
一
般
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
、
こ
の
規
定
に
つ

き
い
か
な
る
具
体
的
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
の
か
。
削
除
後
に
は
、
削
除
し
た
こ
と
自
体
に
対
す
る
批
判
の
ほ
か
、
削
除
後
に
生
じ

る
問
題
、
す
な
わ
ち
婚
姻
継
続
中
に
取
得
さ
れ
た
家
財
道
具
の
所
有
権
が
だ
れ
に
帰
属
す
る
の
か
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
分
析
・
検
討
し
、
え
ら
れ
た
視
点
を
も
と
に
わ
が
国
の
議
論
を
捉
え
直
す
こ
と
、
こ
れ
が
次
稿
の
課
題
で
あ
る
。

（

）
M
anfred
W
O
LF,Prinzipien
und
A
nw
endungsbereich
derdinglichen
Surrogation,in:Jus1975,S.643,644,Jus1976,

1S.32.

（

）
宮
本
と
も
み
「
離
婚
後
の
家
具
分
配
(一
)(二
・
完
)│
ド
イ
ツ
家
具
令
（
H
ausratsV
O
）
の
考
察
を
中
心
と
し
て
│
」
新
報
一
〇

2三
巻
九
号
一
三
七
頁
、
一
〇
号
一
六
〇
│
一
六
一
頁
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（

）
制
度
全
体
の
紹
介
の
際
に
断
片
的
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
を
主
題
と
す
る
研
究
は
な
か
っ

3た
。
剰
余
共
同
制
の
展
開
を
詳
し
く
追
跡
す
る
近
時
の
研
究
、
松
久
和
彦
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
検
討
(一
)〜
(三
・
完
)│

剰
余
共
同
制
の
限
界
と
改
正
の
動
向
│
」
立
命
三
〇
九
号
二
五
九
│
三
三
二
頁
、
三
一
三
号
一
三
二
│
一
七
七
頁
、
三
一
七
号
三
三
七
│

四
一
六
頁
（
二
〇
〇
七
│
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
弁
護
士
連
合
会
の
改
正
提
言
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
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（
(三
・
完
)三
九
一
頁
）
が
、
こ
れ
は
本
文
で
も
述
べ
る
よ
う
に
か
の
地
の
関
心
が
薄
い
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
具
体
例

を
交
え
て
分
か
り
や
す
い
解
説
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
Ｄ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
（
鈴
木
祿
弥
訳
）『
ド
イ
ツ
家
族
法
』
一
一
六
頁
（
創
文

社
、
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。

（

）
Gesetz
zur
Ä
nderung
des
Zugew
innausgleichs-und
V
orm
undschaftsrechts
vom
06.07.2009,BGBlI,S.1696.

4
（

）
BT
-D
rucks.16/10798,S.5
und
S.14.

5
（

）
経
過
規
定
お
よ
び
削
除
後
の
規
律
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
続
稿
で
詳
し
く
考
察
す
る
。

6
（

）
松
久
和
彦
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
改
正
の
背
景
と
概
要
」
立
命
三
二
七
・
三
二
八
号
八
三
二
│
八
五
八
頁
（
二
〇
〇
九

7年
）。

（

）
BürgerlichesGesetzbuch:M
itEinführungsgesetz
und
N
ebengesetzen:K
ohlham
m
er-K
om
m
entar,begründetvon

8H
ans
T
heodor
Soergel,12.A
ufl.,Bd.7,Stuttgart
ua
1989,§
1370
[H
erm
ann
LA
N
GE];M
ünchener
K
om
m
entar
zum

Bürgerlichen
Gesetzbuch,4.A
ufl.,Bd.7,M
ünchen
2009,§
1370
[Elisabeth
K
O
CH
];J.von
StaudingersK
om
m
entarzum

Bürgerlichen
Gesetzbuch
m
itEinführungsgesetz
und
N
ebengesetzen,N
eubearbeitung
2007,Buch
4,Berlin
2007,§

1370
[Burkhard
T
H
IELE]に
記
さ
れ
た
参
考
文
献
の
う
ち
、
代
位
以
外
の
角
度
か
ら
の
学
術
的
研
究
は
、
Irene
V
LA
SSO
PO
U
LO
S,

D
er
eheliche
H
ausratim
Fam
ilien-und
Erbrecht,Schriften
zum
bürgerlichen
Recht,Bd.80,Berlin
1983
に
限
ら
れ
る
。

（

）
一
方
配
偶
者
の
債
権
者
に
よ
る
差
押
え
に
つ
い
て
、
犬
伏
由
子
「
法
定
財
産
制
」
石
川
稔
ほ
か
編
『
家
族
法
改
正
へ
の
課
題
』
一
四

9四
頁
（
日
本
加
除
出
版
、
一
九
九
三
年
）、
能
見
善
久
＝
加
藤
新
太
郎
編
『
判
例
民
法
九
親
族
』
一
一
四
頁
﹇
高
橋
朋
子
﹈（
第
一
法
規
、

二
〇
〇
九
年
）、
財
産
分
与
に
つ
い
て
、
宮
本
・
前
掲
注
（

）
家
具
分
配
(一
)一
三
七
頁
参
照
。

2

（

）
松
久
・
前
掲
注
（

）
限
界
(一
)二
六
一
頁
、
同
・
前
掲
注
（

）
背
景
と
概
要
八
三
三
頁
。

10

3

7

（

）
大
村
敦
志
「
婚
姻
法
・
離
婚
法
」
中
田
裕
康
編
『
家
族
法
改
正
│
婚
姻
・
親
子
関
係
を
中
心
に
』
三
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇

11年
）﹇
初
出
、
二
〇
〇
九
年
﹈。
大
村
案
を
含
む
諸
提
案
の
紹
介
と
検
討
を
お
こ
な
う
も
の
と
し
て
、
梶
村
太
一
「
家
族
法
の
改
正
を
め
ぐ

る
諸
問
題
」
戸
時
六
七
五
号
特
別
増
刊
号
（
二
〇
一
一
年
）。

（

）
W
O
LF,Surrogation
(Fn.1),Jus1975,S.643,644,Jus1976,S.104;fernerJoachim
GERN
H
U
BER,A
rt.Surrogationen,

12in:Bürgerliches
Recht:Ein
system
atisches
Repetitorium
für
Fortgeschrittene,3.A
ufl.,JuS-Schriftenreihe,H
.87,
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M
ünchen
1991,S.468;vgl.auch
D
agm
erCO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,D
ie
dingliche
Surrogation,in:Jura
1996,S.25
Fn.6
und

11.

（

）
T
H
IELE,Studien
zum
ehelichen
GüterrechtdesBürgerlichen
Gesetzbuchs:D
ie
Surrogation
nach
den
§
1381,1382

13BGB,in:A
cP,Bd.91
(1901),S.1-72
を
は
じ
め
、
EdgerW
IN
D
M
Ü
LLER,D
ie
Bedeutung
und
A
nw
endungsfälle
desSatzes:

pretium
succeditin
locum
rei,resin
locum
pretiinach
gem
einem
Rechtund
Bürgerlichem
Gesetzbuch,Leipzig
1902;

A
lfred
W
A
LLER,”Surrogation.“:Eine
Studie
aus
dem
m
odernen
Privatrechtunter
besonderer
Berücksichtigung
der

juristischen
Bedeutung
des
Problem
s
der
Einheit
und
Identität,Bonn
1904;Reinhard
BEY
ER,D
ie
Surrogation
bei

V
erm
ögen
im
Bürgerlichen
Gesetzbuche,M
arburg
1905
usw
.

（

）
た
と
え
ば
、
A
rno
W
ELLE,In
universalibus
pretium
succeditin
locum
rei,res
in
locum
pretii:Eine
U
ntersuchung

14zurEntw
icklungsgeschichte
derdinglichen
Surrogation
beiSonderverm
ögen,Schriften
zurRechtsgeschichte,H
.40,

Berlin
1987;H
ubert
M
EN
K
EN
,D
ie
dingliche
Surrogation
beiden
Sonderverm
ögen
des
Fam
ilien-und
Erbrechts,

M
ünster
1991
は
お
も
な
考
察
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

（

）
K
laus
FRO
M
M
,
D
ie
Surrogation
von
H
aushaltsgegenständen
und
ihre
Berechtigung
im
Güterstand
der

15Zugew
inngem
einschaft:Eine
U
ntersuchung
zu
§
1370
BGB,K
iel1969;A
chim
RO
LL,Zeitpunktder
Surrogation
bei§

1370
BGB,in:SchlH
A
1971,S.78-80.解
説
で
あ
る
が
、
鋭
利
な
考
察
を
含
む
も
の
と
し
て
、
M
artin
LÖ
H
N
IG,Problem
e
der

dinglichen
Surrogation
am
Beispielder
§§
1370,2019
BGB,in:JA
2003,S.990-995;T
hom
as
GERGEN
,D
ie
”ingliche

Surrogation“
im
Fam
ilienrecht,in:A
d
legendum
2009,S.195-198.そ
の
ほ
か
、
D
ieter
ST
RA
U
CH
,M
ehrheitlicher

Rechtsersatz:Ein
Beitrag
zur
”dinglichen
Surrogation“im
Privatrecht,Schriften
zum
deutschen
und
europäischen

Zivil-,H
andels-und
Prozessrecht,Bd.73,Bielefeld
1972
で
も
随
所
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（

）
新
田
宗
吉
「
物
上
代
位
に
関
す
る
一
考
察
(一
)(二
)│
抵
当
権
の
物
上
代
位
を
中
心
と
し
て
│
」
明
学
二
五
号
一
│
六
七
頁
、
二
六

16号
一
四
五
│
一
八
七
頁
（
一
九
八
〇
年
）
参
照
。
な
お
、
水
津
太
郎
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
物
上
代
位
の
理
論
的
基
礎
(一
)〜
(四
・

完
)」
法
研
八
〇
巻
三
号
二
一
│
六
八
頁
、
四
号
四
五
│
九
四
頁
、
五
号
二
五
│
五
九
頁
、
六
号
三
三
│
七
三
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
も
ご

く
簡
潔
に
取
り
上
げ
る
に
と
ど
ま
る
。
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（

）
「
ド
イ
ツ
剰
余
共
同
制
に
お
け
る
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
│
修
正
・
削
除
の
経
緯
と
評
価
│
」
と
し
て
本
誌
に
投
稿
予
定
で
あ

17る
。

（

）
本
章
で
は
文
献
引
用
も
基
本
的
に
、
代
表
的
な
物
上
代
位
の
論
文
を
指
示
す
る
に
と
ど
め
る
。

18
（

）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
山
口
純
夫
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
展
開
(一
)〜
(四
)│
付
加

19利
得
共
通
制
の
成
立
│
」
甲
法
一
四
巻
三
・
四
号
一
│
五
一
頁
、
一
五
巻
三
・
四
号
一
八
一
│
二
二
七
頁
、
一
六
巻
一
〜
四
合
併
号
一
│

四
二
頁
、
一
八
巻
一
・
二
号
四
五
│
六
六
頁
（
一
九
七
四
│
一
九
七
八
年
）
を
参
照
。

（

）
V
gl.FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.9,97.

20
（

）
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.56;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.281;Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,

21A
nm
.3
a);Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2
c);RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.4.

（

）
W
O
LF,Surrogation
(Fn.1),Jus
1975,S.644,645;GERN
H
U
BER,Surrogation
(Fn.12),S.468;CO
EST
ER
-W
A
LT
JEN
,

22Surrogation
(Fn.12),S.24;vgl.auch
ST
RA
U
CH
,M
ehrheitlicher
Rechtsersatz
(Fn.15),S.144;FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.

15),S.80;GERGEN
,Surrogation
(Fn.15),S.195.

（

）
V
gl.W
O
LF,Surrogation
(Fn.1),Jus1975,S.644,645;GERN
H
U
BER,Surrogation
(Fn.12),S.468;CO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,

23Surrogation
(Fn.12),S.25;fernerW
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.93,98;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.283-284
und
S.

6
m
itFn.4;LÖ
N
IG,Surrogation
(Fn.15),S.990,vgl.auch
S.994;GERGEN
,Surrogation
(Fn.15),S.195.

（

）
こ
の
問
題
に
は
現
在
で
も
き
ち
ん
と
し
た
整
理
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.17
Fn.12
は
家
財

24道
具
の
物
上
代
位
の
際
に
意
思
が
不
要
で
あ
る
と
解
し
、
こ
の
問
題
は
、
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.285-286
に
よ
っ
て
「
処

理
済
み
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
BEY
ER
が
同
所
で
論
証
で
き
て
い
る
の
は
│
│
当
人
の
理
解
は
と
も
か
く
│
│
計
算
意
思
は
不

要
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。
BEY
ER
以
降
に
も

を
必
要
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
（
後
述
五
３
㈡
参
照
）
し
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に

[3]

新
規
定
に
お
い
て
は
必
要
説
が
む
し
ろ
通
説
で
あ
る
。
以
下
の
分
析
は
と
く
に
、
W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.60

m
itFn.127
が

は
不
要
で
あ
る
が
、

は
必
要
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
学
説
に
お
け
る

と

の
混
同
を
指
摘
し
て
い
る
点
、

[2]

[3]

[2]

[3]

RO
LL,Surrogation
(Fn.15),S.79
が

は
不
要
で
あ
る
が
、

は
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
詳
し
く
展
開
し
て
い
る
点
に
示
唆
を

[1]

[3]

受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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（

）
RO
LL,Surrogation
(Fn.15),S.79.

25
（

）
V
gl.W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.60.

26
（

）
RO
LL,Surrogation
(Fn.15),S.80.

27
（

）
Grundlegend
D
orothee
EIN
SELE,
Inhalt,
Schranken
und
Bedeutung
des
O
ffenkundigkeitsprinzips:
U
nter

28besondererBerücksichtigung
desGeschäftsfürden,den
esangeht,derfiduziarischen
T
reuhand
sow
ie
derdingliche

Surrogation,in:JZ
1990,S.1007-1008,1014.周
知
性
原
理
は
、
①
代
理
法
上
の
も
の
（
顕
名
主
義
）
と
、
②
物
権
法
上
の
も
の
（
公

示
原
則
）
に
分
け
ら
れ
る
が
、
①
は
「
契
約
相
手
方
」
の
保
護
、
②
は
「
法
的
取
引
一
般
」
の
保
護
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
保
護
目
的

を
異
に
す
る
と
し
つ
つ
、
物
上
代
位
は
一
般
に
こ
の
両
者
を
破
壊
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

（

）
LÖ
H
N
IG,Surrogation
(Fn.15),S.991.

29
（

）
契
約
当
事
者
は
調
達
配
偶
者
で
あ
る
と
こ
ろ
、
債
権
債
務
関
係
は
調
達
配
偶
者
と
相
手
方
の
間
に
生
じ
、
た
だ
所
有
権
だ
け
が
相
手

30方
か
ら
代
位
権
者
で
あ
る
配
偶
者
に
直
接
移
転
す
る
。
V
gl.ST
RA
U
CH
,M
ehrheitlicher
Rechtsersatz
(Fn.15),S.111,144,149.

（

）
こ
の
点
を
強
調
す
る
の
は
、
W
O
LF,Surrogation
(Fn.1),Jus
1975,S.643;CO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,Surrogation
(Fn.12),S.

3128.こ
れ
に
対
し
て
、
EIN
SELE,O
ffenkundigkeitsprinzip
(Fn.28),S.1008,1014
は
こ
の
よ
う
な
一
般
化
は
不
当
で
あ
り
、
個
々

の
代
位
規
定
を
慎
重
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
出
発
す
る
が
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
よ
う
な
「
法
律
行
為
に

よ
り
仲
介
さ
れ
た
法
定
取
得
」
は
顕
名
主
義
の
例
外
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

（

）
W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit
(Fn.13),S.27,58;M
EN
K
EN
,Surrogation
(Fn.14),S.46.こ
れ
に
対
し
て
、
BEY
ER,

32Surrogation
(Fn.13),S.167-168;ST
RA
U
CH
,M
ehrheitlicher
Rechtsersatz
(Fn.15),S.166-167;W
ELLE,pretium
succedit

(Fn.14),S.20-21;ferner
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.13
Fn.1
は
代
理
の
本
質
的
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
以
上
「
代
理
」

と
い
う
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
し
、
こ
の
名
称
に
批
判
的
で
あ
る
。

（

）
GERN
H
U
BER,Surrogation
(Fn.12),S.472.

33
（

）
W
O
LF,Surrogation
(Fn.1),Jus1976,S.32;GERGEN
,Surrogation
(Fn.15),S.195;fernerT
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),

34S.60;W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit
(Fn.13),S.60;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.280,283,vgl.S.290;RO
LL,

Surrogation
(Fn.15),S.79.
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（

）
GERN
H
U
BER,Surrogation
(Fn.12),S.468;CO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,Surrogation
(Fn.12),S.25;fernerRO
LL,Surrogation

35(Fn.15),S.79;vgl.auch
W
O
LF,Surrogation
(Fn.1),Jus
1975,S.713.

（

）
Joachim
GERN
H
U
BER/D
agm
ar
CO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,Fam
ilienrecht,5.A
ufl.,M
ünchen
2006,§
34,Rn.31.

36
（

）
LÖ
H
N
IG,Surrogation
(Fn.15),S.995.

37
（

）
こ
の
立
場
は
、「
代
位
」
の
概
念
を
厳
格
に
絞
り
込
み
、
そ
の
要
件
と
し
て
厳
格
な
意
味
で
の
代
償
性
（
①
）、
代
位
権
者
に
よ
る
新

38対
象
の
直
接
取
得
（
②
）
を
要
求
す
る
。
W
ELLE,pretium
succedit
(Fn.14),S.15-16
は
①
の
欠
缺
を
、
BEY
ER,Surrogation

(Fn.13),S.6m
itFn.3und
S.280,283,285
は
①
②
の
欠
缺
を
根
拠
と
し
て
本
条
を
「
代
位
」
か
ら
除
外
す
る
。
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

の
は
、
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13).本
条
の
際
に
①
②
が
欠
け
て
い
る
点
を
強
調
す
る
だ
け
で
な
く
（
S.35,90,93,95）、
他
の

諸
規
定
を
網
羅
的
か
つ
具
体
的
に
考
察
し
、
代
位
と
呼
ば
れ
て
い
る
事
象
は
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
多
様
で
あ
る
と

し
て
、「
代
位
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
排
除
す
る
（
S.IV
und
S.111）。
こ
の
結
論
に
家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
文
脈
か
ら
同
調
す

る
の
は
、
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.68.も
っ
と
も
、
代
位
否
定
説
は
異
端
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
ま
っ
た
く
相
手
に
さ
れ
て

い
な
い
。
ST
RA
U
CH
,M
ehrheitlicherRechtsersatz
(Fn.15),S.50.な
お
、
本
条
を
「
代
位
」
で
は
な
い
と
す
る
見
解
は
い
ず
れ
も

こ
れ
を
「
法
定
所
有
権
移
転
」
と
特
徴
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
呼
称
も
ま
た
誤
解
を
招
き
や
す
い
。
た
と
え
ば
、
FRO
M
M
は
「
代
位
」

に
よ
る
基
礎
づ
け
を
放
棄
し
つ
つ
も
、
W
ELLE,BEY
ER,W
A
LLERと
は
異
な
り
直
接
取
得
が
生
じ
る
こ
と
（
②
）
を
認
め
て
い
る
（
S.

80）
一
方
、「
物
上
代
位
」
の
効
果
の
説
明
と
し
て
「
法
律
に
よ
る
」「
直
接
所
有
権
取
得
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
も
の
が
あ
る
（
Z.B.

GERGEN
,Surrogation
(Fn.15),S.195）。

（

）
RO
LL,Surrogation
(Fn.15),S.79,80.一
般
論
と
し
て
、
W
O
LF,Surrogation
(Fn.1),Jus
1975,S.645.

39
（

）
V
gl.CO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,Surrogation
(Fn.12),S.25
m
itFn.8
は
経
由
的
取
得
が
生
じ
る
場
合
を
、「
物
上
代
位
」
の
〝
変

40則
型
〞
と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
五
３
㈠
で
詳
し
く
み
る
属
具
つ
き
土
地
を
目
的
と
す
る
用
益
権
の
代
位
（
BGB
§
1048）
の
際

に
は
経
由
的
取
得
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
一
般
に
「
物
上
代
位
」
が
生
じ
る
と
当
然
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
Stau-

dinger/FRA
N
K
,BGB
2009
(Fn.160),§
1048,Rn.7;M
ünchK
om
m
/PO
H
LM
A
N
N
,BGB5
(Fn.160),§
1048,Rn.6.

（

）
Richard
SCH
RÖ
D
ER,D
as
eheliche
Güterrecht
nach
dem
Bürgerlichen
Gesetzbuche
für
das
D
eutsche
Reich
in

41seinen
Grundzügen,Berlin
1896,S.14-15.こ
の
指
摘
は
一
般
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
CRO
M
E,System
IV
(Fn.139),§
573,
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S.285
Fn.31;EN
D
EM
A
N
N
,Lehrbuch8/9
II/2
(Fn.139),§
175,S.342
Fn.21.

（

）
H
erm
ann
CO
N
RA
D
,D
eutsche
Rechtsgeschichte:Ein
Lehrbuch,2.A
ufl.,Bd.1,K
arlsruhe
1862,S.406-407,419-420

42な
ど
の
ほ
か
、
M
ariella
RU
M
M
EL,D
ie
rechtliche
Stellung
der
Frau
im
Sachsenspiegel-Landrecht,Germ
anistische

A
rbeiten
zu
Sprache
und
K
ulturgeschichte,Bd.10,Frankfurta.M
.ua
1987,insbes.S.138-145,171-182
を
参
照
。
代
位
の

観
点
か
ら
は
、
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.27-34.

（

）
文
献
と
と
も
に
、
RU
M
M
EL,Sachsenspiegel(Fn.42),S.134.な
お
、
厳
格
な
法
秩
序
に
よ
り
生
じ
た
不
公
平
性
を
緩
和
す
る
た

43め
に
い
わ
ば
「
約
定
財
産
制
」
も
認
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
以
下
の
規
制
は
「
法
定
財
産
制
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で

き
る
（
S.145）。

（

）
RU
M
M
EL,Sachsenspiegel(Fn.42),S.144-145,160-161.

44
（

）
RU
M
M
EL,Sachsenspiegel(Fn.42),S.139-143,171,175.RU
M
M
EL自
身
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
S.142.

45
（

）
基
礎
的
な
考
察
と
し
て
、
石
川
武
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
相
続
法
の
位
置
」
北
法
三
八
巻
五
・
六
号
上
五
七
│
一
〇

46二
頁
（
一
九
八
八
年
）、
同
「
中
世
法
の
規
範
構
造
│
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
場
合
│
」
北
法
四
九
巻
三
号
一
│
四
〇
頁
（
一
九
九

八
年
）。

（

）
以
上
に
つ
き
、
RU
M
M
EL,Sachsenspiegel(Fn.42),S.164,171,175,180.N
iftelgerade
に
つ
い
て
は
、
vgl.auch
CO
N
RA
D
,

47D
RG2
I(Fn.42),S.419-420.

（

）
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.92
Fn.2
は
こ
の
点
を
と
ら
え
て
SCH
RÖ
D
ER（
前
掲
注
（

））
に
批
判
的
で
あ
る
。

48

41

（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.30-31.

49
（

）
Grundlegend
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.31-34
und
S.70,72;vgl.auch
RU
M
M
EL,Sachsenspiegel(Fn.42),

50insbes.S.137,142-144.

（

）
V
gl.z.B.Georg
BESELER,System
des
gem
einen
deutschen
Privatrechts,Bd.2,Berlin
1853,§
136,S.403-404.

51
（

）
よ
り
一
般
的
に
い
う
の
は
、
A
lfred
A
GRICO
LA
,D
ie
Gew
ere
zu
rechter
V
orm
undschaftals
Princip
des
sächsischen

52ehelichen
Güterrechts,Gotha
1869,§
34,S.342-343.

（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.32-33,57.

53
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（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.33.も
っ
と
も
、
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
の
全
体
を
嫁
資
的
性
格
の
み
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

54で
あ
ろ
う
。
後
掲
注
（

）
参
照
。

80

（

）
H
einlich
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des
preußischen
Privatrechts
und
der
Privatrechtsnorm
en
des
Reichs,4.A
ufl.,

55Bd.3,H
alle
1896,§
24,S.83;vgl.Franz
FÖ
RST
ER/M
ax
ErnstECCIU
S,Preußisches
Privatrecht,7.A
ufl.,Bd.4,Berlin

1897,§
208,S.47.な
お
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
財
産
共
同
制
の
章
（
A
LR
II1
§§
345
ff.）
も
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
州
法

ま
た
は
条
例
の
補
充
、
契
約
の
解
釈
手
段
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

（

）
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des
preußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
30,S.98.

56
（

）
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
despreußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
24,S.85;fernerFRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.

5744.

（

）
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
IV
(Fn.55),§
208,S.55
m
itFn.41a.こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
vgl.auch

58K
O
CH
,A
llgem
eines
Landrecht5
III(Fn.67),S.142
A
nm
.77;D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des
preußischen
Privatrechts4
III

(Fn.55),§
26,S.89.

（

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.45-47.

59
（

）
FÖ
RST
ER
/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
IV
(Fn.55),§
211,S.90
m
itFn.23.詳
し
く
は
、
K
O
CH
,A
llgem
eines

60Landrecht5
III(Fn.67),S.142
A
nm
.76.

（

）
詳
し
く
は
、
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.46-47.

61
（

）
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des
preußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
26,S.89
und
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,Preußisches

62Privatrecht7
IV
(Fn.55),§
211,S.90
m
itFn.25.

（

）
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
IV
(Fn.55),§
211,S.90
m
itFn.25.

63
（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.49.

64
（

）
Grundlegend
JosefK
O
H
LER,Zw
ölfStudien
zum
bürgerlichen
Gesetzbuch
V
I:D
asV
erm
ögen
alssachenrechtliche

65Einheit,in:A
rchBürgR,Bd.22
(1903),S.1-20;D
ERS.,Sozial-und
Individualgedanken
im
Rechtserw
erb,in:A
RW
P,Bd.

10
(1916/17),S.56-62;ferner
W
ELLE,pretium
succedit(Fn.14),insbes.S.122-124.
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（

）
以
上
に
つ
い
て
、
Friedrich
W
ilhelm
Ludw
ig
BO
RN
EM
A
N
N
,System
atische
D
arstellung
desPreußischen
Civilrechts

66m
itBenutzung
der
M
aterialien
des
A
llgem
einen
Landrechts,2.A
ufl.,Bd,5,Berlin
1845,S.155.

（

）
Christian
Friedrich
K
O
CH
,A
llgem
einesLandrechtfürdie
preussischen
Staaten:U
nterA
ndeutung
derobsoleten

67oder
aufgehobenen
V
orschriften
und
Einschaltung
der
jüngeren
noch
geltenden
Bestim
m
ungen:M
itK
om
m
entar
in

A
nm
erkungen,5.A
ufl.,Berlin
1875,S.142
A
nm
.79.

（

）
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,PreußischesPrivatrecht7
IV
(Fn.55),§
211,S.90m
itFn.25und
D
IES.,PreußischesPrivatrecht,

687.A
ufl.,Bd.3,Berlin
1896,§
187,S.382.

（

）
両
者
が
共
通
し
て
引
く
の
は
、
A
LR
I.21
§§
121,173
で
あ
る
。
前
者
は
属
具
、
後
者
は
消
費
物
を
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
後

69者
に
は
二
つ
の
意
味
で
注
意
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
①
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
BGB
§
1067）
と

同
様
に
、「
本
来
的
用
益
権
」
の
ほ
か
に
、
消
費
物
上
の
「
非
本
来
的
用
益
権
」
を
認
め
て
い
る
。
後
者
は
前
者
と
異
な
り
、
用
益
権
者

は
用
益
物
上
の
所
有
権
を
取
得
す
る
が
、
用
益
権
終
了
後
に
価
格
の
返
還
義
務
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
消
費
物
に
つ
い

て
は
妻
の
所
有
権
の
保
護
は
そ
も
そ
も
問
題
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
A
LR
II.1
§
560
の
い
う
「
動
産
」
は
、
一
般
に
消
費
物
の
性
格

を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
III(Fn.68),§
187,S.382.の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
民
法
典
の
「
家
財
道
具
」
に
は
消
費
に
関
わ
る
も
の
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
②
消
費
物
を
「
総
体
」

と
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
属
具
は
「
総
体
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
A
LR
I.2
§
103）
が
、「
消
費
物
」
は
「
集
合
物
」
と
は
区
別
さ

れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
み
ら
れ
て
い
る
。
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des
preußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
26,S.89
m
it18;

ferner
D
ERS.,Lehrbuch
des
preußischen
Privatrechts
und
der
Privatrechtsnorm
en
des
Reichs,5.A
ufl.,Bd.1,H
alle

1894,§
60,S.125
und
§
65,S.135.

（

）
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
despreußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
26,S.89
m
itFn.18.原
文
に
は
、
A
LR
I.2
§
18
と

70あ
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
と
お
ら
な
い
た
め
、
コ
ッ
ホ
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
／
エ
ッ
キ
ウ
ス
と
同
じ
く
、
A
LR
I.2
§
38
の
趣
旨
で
あ
る

と
理
解
し
た
。
な
お
、「
集
合
物
」
は
│
│
「
集
合
権
利
」
と
と
も
に
│
│
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
上
は
、「
総
体
（
Inbegriff）」

（
A
LR
I.2
§
32）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
D
ERS.,Lehrbuch
des
preußischen
Privatrechts5
I(Fn.69),§
60,S.125.

（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.48.

71
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（

）
FÖ
RST
ER
/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
III
(Fn.68),§
186,S.363
und
S.372;D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des

72preußischen
Privatrechts5
I(Fn.69),§
283,S.701.ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
過
程
に
お
い
て
明
文
化
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
、

見
送
ら
れ
た
（
後
述
四
３
㈡
参
照
）、
畜
群
の
補
充
義
務
を
肯
定
し
て
い
る
。

（

）
FÖ
RST
ER
/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
IV
(Fn.55),§
211,S.90
m
itFn.26;vgl.D
IES.,Preußisches
Privat

73recht7
III(Fn.68),§
187,S.382.な
お
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
は
本
文
で
み
た
よ
う
に
、
夫
の
「
維
持
し
、
か
つ
補
充
す
る
義
務
」
を
認
め

て
い
た
が
、
こ
れ
は
自
然
債
務
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des
preußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§

26,S.89.

（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.42.

74
（

）
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
despreußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
26,S.87-88
m
itFn.10
und
§
22
S.78.状
況
に
つ

75き
、
vgl.K
O
CH
,A
llgem
einesLandrecht5
III(Fn.67),S.75-76
A
nm
.13;FÖ
RST
ER/ECCIU
S,PreußischesPrivatrecht7
IV

(Fn.55),§
206,S.41-42
und
S.52.

（

）
A
LR
と
の
対
比
に
お
い
て
、
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
despreußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
24,S.84
und
§
30,S.

76101.

（

）
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
IV
(Fn.55),§
206,S.39
und
§
208,S.58.

77
（

）
D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
despreußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
22,S.78
m
itFn.4
und
D
ERS.,D
asBürgerliche

78Recht3
IV
(Fn.139),§
34,S.122.

（

）
FÖ
RST
ER
/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
IV
(Fn.55),§
206,S.40
m
it
Fn.40;D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des

79preußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
21,S.76.

（

）
問
題
の
所
在
と
と
も
に
、
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.49,92.ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
に
お
い
て
は
、
妻
死
亡
の
際
に

80す
べ
て
の
ゲ
ラ
ー
デ
が
夫
か
ら
取
り
去
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
活
に
不
可
欠
な
若
干
の
家
財
道
具
は
夫
の
も
と
に
残
さ
れ
る
と
い
う

ル
ー
ル
が
あ
っ
た
（
Ssp
III.38
§
5）。
V
gl.CO
N
RA
D
,D
RG2
I(Fn.42),S.420.こ
の
側
面
に
着
目
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、
ゲ
ラ
ー
デ
規
制
と
先
取
分
制
度
の
類
似
性
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
家
財
道
具
の
嫁
資
的
性
格
を
、
生
活
保

障
の
観
点
か
ら
制
限
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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（

）
一
般
に
、
BGB
§
1382
a.F.は
A
LR
II.1
§
560
と
類
似
の
規
定
で
あ
る
と
留
保
な
く
説
明
さ
れ
る
。
BEY
ER,Surrogation

81(Fn.13),S.279
Fn.1;Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.1.も
っ
と
も
詳
細
な
考
察
を
与
え
る
、
FRO
M
M
,

Surrogation
(Fn.15),S.44-50
も
触
れ
て
い
な
い
。

（

）
Gesetz-Revision,Pensum
X
V
I:M
otive
zu
dem
vom
Revisor
vorgelegten
Entw
urf
das
Erbrecht
betreffenden

82Gesetze,Berlin
1835,in:W
erner
SCH
U
BERT
(H
rsg.),Gesetzrevision
(1825-1848):A
bt.2,Ö
ffentliches
Recht,Zivilrecht

und
Zivilprozeßrecht,Bd.7,Q
uellen
zur
preußischen
Gesetzgebung
des
19.Jahrhunderts,V
aduz
1986.

（

）
Pensum
X
V
I,S.258,in
SCH
U
BERT
(H
rsg.),Gesetzrevision
(Fn.82),S.392.こ
の
説
明
に
よ
る
と
、
代
位
の
規
定
に
よ
り
補

83充
義
務
ま
で
肯
定
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
義
務
」
は
あ
く
ま
で
現
に
補
充
さ
れ
た
場
合
の
代
位
の
効
果
の
基
礎

づ
け
の
文
脈
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
Pensum
X
V
I,S.257,in
SCH
U
BERT
(H
rsg.),Gesetzrevision
(Fn.82),S.391
の
法

状
況
の
整
理
に
は
、
補
充
義
務
が
肯
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。

（

）
Pensum
X
V
I,S.257-258,in
SCH
U
BERT
(H
rsg.),Gesetzrevision
(Fn.82),S.391-392.

84
（

）
不
当
な
の
は
、
O
tto
FEIST
,D
as
Prinzip
der
dinglichen
Surrogation
im
Fam
ilien-und
Erbrechte
des
bürgerlichen

85Gesetzbuches
für
das
deutsche
Reich,T
übingen
1903,S.12.

（

）
V
gl.K
O
CH
,A
llgem
einesLandrecht5
III(Fn.67),S.82-83
A
nm
.45;FÖ
RST
ER/ECCIU
S,PreußischesPrivatrecht7
IV

86(Fn.55),§
211,S.90Fn.25;D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
despreußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
26,S.89Fn.14a.E.な
お
、

プ
ロ
イ
セ
ン
法
上
、
代
位
の
「
一
般
規
則
」
は
否
定
さ
れ
て
い
た
（
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht,7.A
ufl.,Bd.1,

Berlin
1896,§
23,S.122〔
と
く
に
資
力
代
位
に
つ
い
て
〕）
が
、
代
位
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
態
度
は
ド
イ
ツ
民
法
典
に
も
共
通
す
る

も
の
で
あ
る
（
水
津
・
前
掲
注
（

）
理
論
的
基
礎
（
三
）
(四
・
完
)）。

16

（

）
W
ELLE,pretium
succedit(Fn.14),S.79.

87
（

）
こ
の
事
情
は
、
PLA
N
CK
,Begründung
desT
E-Fam
R,S.357,in:SCH
U
BERT
,V
orlagen,Fam
R
I(Fn.104),S.509.な
お
、

88D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
despreußischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
26,S.88
は
代
理
形
式
を
要
求
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

（

）
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,PreußischesPrivatrecht7
IV
(Fn.55),§
208,S.60;fernerD
IES.,PreußischesPrivatrecht7
I(Fn.

8986),§
118,S.811
m
itFn.18.
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（

）
FÖ
RST
ER/ECCIU
S,Preußisches
Privatrecht7
IV
(Fn.55),§
208,S.50
m
itFn.21;D
ERN
BU
RG,Lehrbuch
des
preu

90ßischen
Privatrechts4
III(Fn.55),§
33,S.95.

（

）
近
藤
英
吉
『
夫
婦
財
産
法
の
研
究
』
一
四
四
│
一
五
三
頁
（
巖
松
堂
書
店
、
一
九
二
八
年
）
な
ど
の
ほ
か
、
管
理
共
同
制
の
成
立
過

91程
に
つ
い
て
、
山
口
・
前
掲
注
（

）
夫
婦
財
産
制
の
展
開
（
一
）
九
│
三
七
頁
を
参
照
。

19

（

）
PLA
N
CK
,Begründung
des
T
E-Fam
R,S.317-318,in:SCH
U
BERT
,V
orlagen,Fam
R
I(Fn.104),S.469-470.合
わ
せ
て
、

92第
一
草
案
理
由
書
に
依
拠
す
る
、
山
口
・
前
掲
注
（

）
夫
婦
財
産
制
の
展
開
（
一
）
二
三
頁
を
参
照
。

19

（

）
プ
ラ
ン
ク
は
、「
管
理
共
同
制
」
と
い
う
名
称
は
法
関
係
の
一
面
し
か
捉
え
て
お
ら
ず
、
短
縮
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、

93も
っ
と
も
適
切
な
の
は
「
夫
に
よ
る
婚
姻
上
の
用
益
と
管
理
の
体
系
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
PLA
N
CK
,Begründung

des
T
E-Fam
R,S.323,in:SCH
U
BERT
,V
orlagen,Fam
R
I(Fn.104),S.475.も
っ
と
も
、
部
分
草
案
・
第
一
草
案
で
は
夫
の
権
利

は
用
益
と
管
理
（
T
E-Fam
R
§
78;E
I§
1283）
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
第
二
草
案
・
ド
イ
ツ
民
法
典
で
は
反
対
に
、
管
理
と

用
益
の
順
序
に
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
（
E
II§
1263;BGB
§
1363
a.F.）。
こ
れ
は
管
理
と
用
益
の
捉
え
方
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

副
委
員
会
の
多
数
意
見
は
、
第
一
草
案
と
は
反
対
に
、
夫
の
管
理
権
能
を
一
次
的
な
も
の
と
み
た
が
、
│
│
用
益
の
権
利
は
む
し
ろ
管
理

権
の
発
露
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、「
用
益
」
文
言
を
削
除
す
べ
き
と
い
う
意
見
に
対
し
て
、
用
益
も
夫
の
重
要
な
権
能
で
あ
る
が
、
慣
例
の

用
法
で
は
管
理
の
権
利
は
用
益
の
そ
れ
を
含
ま
な
い
と
い
う
反
論
が
で
た
た
め
│
│
こ
れ
に
続
け
て
用
益
の
権
利
に
言
及
す
る
こ
と
に
し

（
ProtII4,S.140,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.749-750）、
主
委
員
会
で
も
こ
の
点
に
つ
い
て
異
論
は
で
な
か
っ
た

（
ProtII4,S.122,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.750）。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
性
格
づ
け
と
し
て
は
、
わ
が

国
で
も
通
常
そ
う
さ
れ
る
よ
う
に
、
管
理
用
益
の
順
序
で
語
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
問
題
は
の
ち
に
み
る
管
理
の
方
式

の
問
題
と
は
無
関
係
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
夫
が
用
益
権
と
い
う
「
物
権
」
を
妻
の
持
参
財
産
上
に
有
す
る
の
で
は
な
い
と
す
る
点
に
は

争
い
が
な
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
表
現
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
山
口
・
前
掲
注
（

）
夫
婦
財
産
制
の
展
開
（
一
）
二

19

八
頁
注
七
も
参
照
。

（

）
衣
服
・
装
飾
品
の
ほ
か
、
妻
の
「
仕
事
道
具
」
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
最
後
は
、
帝
国
議
会
第
一
二
委
員
会
の
段
階
で
付
加
さ

94れ
た
も
の
で
あ
る
。
K
om
-Bericht,S.119,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.1228.

（

）
D
ERN
BU
RG,D
as
Bürgerliche
Recht3
IV
(Fn.139),§
34,S.121-122,§
39,S.141-148,§
46,S.168-170.

95
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（

）
V
gl.D
ERN
BU
RG,D
as
Bürgerliche
Recht3
IV
(Fn.139),§
35,S.124-125.

96
（

）
Planck’s
K
om
m
entar
zum
Bürgerlichen
Gesetzbuch:N
ebst
Einführungsgesetz,4.A
ufl.,Bd.4,1.H
älfte,Berlin

971928,§
1524,A
nm
.3,§
1525,A
nm
.2
a)a.E,§
1550,A
nm
.2,い
ず
れ
も
K
arlU
N
ZN
ER.も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
準
用
の
評
価
に

つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.63-64;W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.99-100.

（

）
Grundlegend
W
O
LF,Surrogation
(Fn.1),Jus1975,S.645
m
itFn.12,S.710-715,Jus1976,S.32;CO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,

98Surrogation
(Fn.12),S.25
m
itFn.11,S.26
Fn.19.

（

）
さ
し
あ
た
り
、
水
津
・
前
掲
注
（

）
理
論
的
基
礎
（
一
）
〜
(四
・
完
)参
照
。

99

16

（

）
JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I(Fn.104),S.359.

100
（

）
M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.X
X
V
I;JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I(Fn.104),S.411.

101
（

）
Grundlegend
W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.39-64;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.261-297.

102
（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.280.も
っ
と
も
、
こ
の
表
現
は
債
権
取
立
て
の
ケ
ー
ス
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に

103注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（

）
Gottlieb
PLA
N
CK
,Entw
urfeinesFam
ilienrechtsfürdasD
eutsche
Reich,Berlin
1880;D
ERS.,A
bänderungsanträge

104des
Referenten
zu
dem
Entw
urfe
des
Fam
ilienrechts;Protokolle
der
[1.]
K
om
m
ission
zur
A
usarbeitung
eines

Bürgerlichen
Gesetzbuchs(1881-1889);M
otive
zu
dem
Entw
urfeinesBürgerlichen
Gesetzbuchs,Bd.3,4,Berlin
1888;

Protokolle
der
[2.]K
om
m
ission
für
die
Zw
eite
Lesung
des
Entw
urfs
des
Bürgerlichen
Gesetzbuchs,Bd.3,4,6,Berlin

1897,1899;Entw
urfeinesBürgerlichen
Gesetzbuchs:V
orlage
an
den
Reichstag
m
itD
enkschrift,Berlin
1896;Bericht

derReichstags-K
om
m
ission
überden
Entw
urfeinesBürgerlichen
Gesetzbuchsund
Einführungsgesetzes:nebsteiner

Zusam
m
enstellung
der
K
om
m
issionsbeschlüße,Berlin
1896.資
料
集
と
し
て
、
W
erner
SCH
U
BERT
,D
ie
V
orlagen
der

Redaktoren
für
die
erste
K
om
m
ission
zur
A
usarbeitung
des
Entw
urfs
eines
Bürgerlichen
Gesetzbuches,

Fam
ilienrecht
I,
III,
Berlin/N
ew
Y
ork
1983;
H
orst
H
einrich
JA
K
O
BS
/W
erner
SCH
U
BERT
,
D
ie
Beratung
des

Bürgerlichen
Gesetzbuchs:in
system
atischer
Zusam
m
enstellung
der
unveröffentlichten
Q
uellen,SachenrechtII:§§

1018-1296,Fam
ilienrecht:§§
1297-1563,Berlin/N
ew
Y
ork
1987,1991;Benno
M
U
GD
A
N
,D
ie
gesam
m
ten
M
aterialien
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zum
Bürgerlichen
Gesetzbuch
für
das
D
eutsche
Reich,Bd.3,4,Berlin
1899.

（

）
立
法
過
程
に
つ
き
、
grundlegend
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.1-72
passim
und
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.

105265-297
passim
,と
く
に
家
財
道
具
の
代
位
に
関
し
て
、
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.55-58
und
S.70-73.

（

）
代
位
の
規
定
の
審
議
に
関
す
る
、
ProtII4,S.185,187,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.762-763,764
を
中
核
と
し

106つ
つ
以
下
の
資
料
で
補
足
し
た
。
副
委
員
会
に
よ
る
反
対
草
案
に
つ
い
て
の
一
般
的
議
論
、
ProtII4,S.119,in:M
U
GD
A
N
,M
ateria-

lien
IV
(Fn.104),S.748,妻
の
同
意
を
め
ぐ
る
議
論
（
副
委
員
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
範
囲
の
提
案
者
の
説
明
、
主
委
員
会
で
は
異
論

な
く
承
認
さ
れ
た
）、
ProtII4,S.126,165-166,S.166
a.E.,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.755-756.

（

）
代
理
と
代
位
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
本
文
の
二
を
参
照
。

107
（

）
M
otive
IV
,S.183-184,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.101.

108
（

）
M
otive
IV
,S.184
は
Pensum
X
V
の
参
照
を
指
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
Pensum
X
V
Iの
誤
植
で
あ
る
。
M
otive
の
こ
の

109記
述
は
、
PLA
N
CK
,Begründung
desT
E-Fam
R,S.435,in:SCH
U
BERT
,V
orlagen,Fam
R
I(Fn.104),S.587
を
基
礎
と
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
同
書
の
ミ
ス
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。
M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.101
も
修
正
し
て
い

な
い
。

（

）
代
理
権
中
心
の
構
想
に
つ
き
、
T
E-Fam
R
§§
101-105
お
よ
び
PLA
N
CK
,Begründung
des
T
E-Fam
R,S.354-360,in:

110SCH
U
BERT
,V
orlagen,Fam
R
I(Fn.104),S.506-512.第
一
委
員
会
に
お
い
て
も
異
論
は
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
修
正
提
案
§§

44,45
の
審
議
に
関
す
る
、
ProtI,S.6487,6496,in:JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I(Fn.104),S.492,495
を
参
照
。
通

常
の
損
耗
の
際
の
義
務
に
つ
い
て
は
明
文
は
な
い
け
れ
ど
も
、
理
由
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
PLA
N
CK
,Begründung
des
T
E-Fam
R,

S.432-436,in:SCH
U
BERT
,V
orlagen,Fam
R
I(Fn.104),S.584-588.第
一
委
員
会
で
も
と
く
に
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
修
正
提
案

§
10
に
よ
る
§
984
の
準
用
に
関
す
る
、
ProtI,S.6314,in:JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I(Fn.104),S.424
を
参
照
。

修
正
提
案
に
つ
い
て
は
、
PLA
N
CK
,A
bänderungsanträge,in:SCH
U
BERT
,V
orlagen,Fam
R
III(Fn.104),S.301,310-311.

（

）
Zusam
m
enstellung
dergutachtlichen
A
eusserungen
zu
dem
Entw
urfeinesBürgerlichen
Gesetzbuchs,gefertigt

111im
Reichs-Justizam
t,Bd.4,Berlin
1890,insbes.S.90,105,159,Bd.6,Berlin
1891,S.609;Zusam
m
enstellung
der

A
eußerungen
der
Bundesregierungen
zu
dem
Entw
urf
eines
Bürgerlichen
Gesetzbuchs,
gefertigt
im
Reichs-

法学研究 84 巻 12 号（2011：12）

704



Justizam
t,Bd.2,Berlin
1891,S.33,vgl.auch
Bd.1,Berlin
1891,S.146.管
理
共
同
制
に
対
す
る
批
判
に
つ
き
、
帝
国
議
会
の
段
階

の
も
の
も
含
め
て
全
体
と
し
て
、
山
口
・
前
掲
注
（

）
夫
婦
財
産
制
の
展
開
（
一
）
三
〇
│
三
五
頁
、
近
時
で
は
、
屋
敷
二
郎
「
法
律

19

家
と
し
て
の
エ
ミ
リ
ー
・
ケ
ン
ピ
ン
＝
シ
ュ
ピ
ー
リ
│
ド
イ
ツ
民
法
典
と
女
性
運
動
を
め
ぐ
っ
て
│
」
一
論
一
二
六
巻
一
号
三
七
│
五
三

頁
（
二
〇
〇
一
年
）
が
興
味
深
い
。

（

）
JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I(Fn.104),S.X
.

112
（

）
見
通
し
が
悪
く
な
る
の
を
防
止
す
る
た
め
、
諸
提
案
の
細
部
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
成
案
の
理
解
に
必
要
な
限
り
で
取
り

113上
げ
る
。
各
提
案
の
詳
細
は
、
ProtII4
(Fn.104),S.131,144,151,184-185,189-190.

（

）
ProtII4,S.185,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.764.

114
（

）
ProtII4,S.170-171,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.761.”Ehegut“と
い
う
表
現
は
│
│
第
二
委
員
会
に
お
け
る

115修
正
に
し
た
が
い
（
ProtII4,S.123,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.751）
│
│
”EingebrachtesGut“に
改
め
て
翻

訳
し
た
。

（

）
§
m
の
審
議
の
最
初
に
同
条
全
体
の
削
除
を
提
案
し
た
の
が
プ
ラ
ン
ク
で
あ
る
こ
と
は
、
JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,

116Fam
R
I(Fn.104),S.575.

（

）
二
つ
の
条
文
に
分
け
ら
れ
た
理
由
を
資
料
か
ら
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.63.

117
（

）
ProtII4,S.185,187-189,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.764,765
und
vgl.JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,

118Fam
R
I(Fn.104),S.575-576.

（

）
ProtII4,S.190-191,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.766.な
お
、
JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I

119(Fn.104),S.576
は
こ
の
意
見
の
提
案
者
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
内
容
的
に
は
プ
ラ
ン
ク
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（

）
ProtII4,S.191,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.766
und
vgl.JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I(Fn.

120104),S.576.

（

）
ProtII6,S.273,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.766.た
だ
し
、
M
U
GD
A
N
は
議
事
録
の
頁
数
を
記
し
て
い
な
い
。

121提
案
者
は
ヤ
ク
ベ
ツ
キ
ー
で
あ
る
。
JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I(Fn.104),S.601.

（

）
D
enkschrift,S.182,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.1152.

122
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（

）
④
（

）
は
①
（

）
の
根
拠
の
一
つ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
の
ち
に
分
析
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
そ
の
積
極
的
基
礎
づ

123

[3]

[1]

け
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（

）
StattvielerSCH
RÖ
D
ER,D
aseheliche
Güterrecht(Fn.41),S.9.こ
の
法
諺
に
つ
い
て
は
、
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
（
世
良
晃
志
郎

124＝
広
中
俊
雄
訳
）『
ド
イ
ツ
私
法
概
説
』
一
二
九
頁
（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）。

（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.57-58.典
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ご
く
簡
潔
な
指
摘
で
あ
る
。

125
（

）
詳
細
は
、
水
津
太
郎
「
有
体
物
規
定
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
Ⅰ
│
ヨ
ー
ホ
ウ
物
権
法
部
分
草
案
一
条
を
め
ぐ
っ
て
│
」
法
研
八
二
巻

126一
二
号
二
一
一
│
二
七
四
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
有
体
物
規
定
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
Ⅱ
│
ド
イ
ツ
民
法
典
九
〇
条
の
成
立
│
」
法

研
八
三
巻
一
号
六
七
│
一
三
四
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。

（

）
M
otive
III,S.512-513,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
III(Fn.104),S.286.も
っ
と
も
、
ま
ず
第
一
に
は
、
当
事
者
に
非
本
来
的

127な
用
益
権
（
前
掲
注
（

））
を
成
立
さ
せ
る
意
思
が
な
い
か
ど
う
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
第
二
委
員
会
で
は
文

69

言
が
修
正
さ
れ
た
が
、
内
容
的
な
変
更
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ProtII3,S.396,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
III(Fn.104),S.751
und

JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,SachR
II(Fn.104),S.167.

（

）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（

）
参
照
。
な
お
、
第
一
草
案
で
は
用
益
権
の
規
定
が
一
般
的
に
準
用
さ
れ
て
い
た
（
E
I
§

128

93

1292）
が
、
第
二
草
案
で
は
こ
う
し
た
準
用
形
式
を
避
け
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
変
更
は
用
益
と
管
理
の
関
係
で
は
な
く
、
お
も
に

立
法
技
術
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
ProtII4,S.126,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.754.

（

）
FRO
M
M
,Surrogatoion
(Fn.15),S.57.た
だ
し
、
フ
ロ
ム
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
・
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
・
ド

129イ
ツ
民
法
典
で
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
実
務
」
上
妻
で
は
な
く
夫
が
法
律
行
為
を
担
当
す
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
た
め
に
存
続
保
障
が

求
め
ら
れ
た
と
し
、
各
々
の
制
度
上
の
差
異
に
は
あ
ま
り
関
心
を
有
し
て
い
な
い
（
S.70-71）。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
と
く
に
制
度

な
い
し
構
造
の
変
遷
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.58.

130
（

）
V
gl.FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.72-73,77.

131
（

）
JA
K
O
BS/SCH
U
BERT
,Beratung,Fam
R
I(Fn.104),S.304.

132
（

）
ProtII4,S.317
und
D
enkschrift,S.200,in:M
U
GD
A
N
,M
aterialien
IV
(Fn.104),S.966
und
S.1169.

133
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（

）
帝
国
議
会
第
一
二
委
員
会
で
は
、
両
親
の
合
有
債
務
と
し
て
構
成
す
べ
き
と
い
う
提
案
が
出
さ
れ
た
が
、
拒
絶
さ
れ
た
。
そ
の
際
に

134考
慮
さ
れ
た
の
は
、
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
に
つ
き
一
次
的
に
は
父
が
義
務
主
体
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
も
そ
も
夫
は
夫
婦
財
産
法
の

領
域
で
も
家
庭
の
長
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
K
om
Bericht,S.134-135,in:M
U
GD
A
N
,M
ateria-

lien
IV
(Fn.104),S.1252.

（

）
Planck’sK
om
m
entarzum
Bürgerlichen
Gesetzbuch:N
ebstEinführungsgesetz,3.A
ufl.,Bd.4,Berlin
1906,§
1620,

135A
nm
.1.

（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.73
は
、
娘
の
請
求
権
は
法
的
義
務
に
ま
で
高
め
な
い
と
維
持
で
き
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
た

136こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
だ
か
ら
立
法
者
は
家
財
道
具
の
嫁
資
的
性
格
を
普
遍
的
命
題
と
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

他
方
、
も
し
こ
の
命
題
が
正
当
で
あ
っ
た
な
ら
、
BGB
§
1382
a.F.の
根
拠
づ
け
と
な
り
え
た
と
い
う
。
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
本
稿

と
は
代
位
と
嫁
資
義
務
の
関
係
の
捉
え
方
が
異
な
る
。

（

）
V
gl.M
EN
K
EN
,Surrogation
(Fn.14),S.34,164.BGB
§
1646
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

137
（

）
W
ELLE,pretium
succedit(Fn.14),S.106-107.一
般
に
こ
の
種
の
代
位
は
消
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
W
O
LF,

138Surrogation
(Fn.1),Jus1975,S.645
Fn.12,S.712
Fn.23;CO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,Surrogation
(Fn.12),S.25
Fn.7,S.26
Fn.

19
は
不
真
正
性
を
強
調
し
て
い
る
。

（

）
こ
の
時
期
の
文
献
と
し
て
は
、
H
erm
ann
U
LLM
A
N
N
,D
as
gesetzliche
eheliche
Güterrecht
in
D
eutschland,2.A
ufl.,

139Berlin
1903;H
einrich
D
ERN
BU
RG,D
as
Bürgerliche
Rechtdes
D
eutschen
Reichs
und
Preußens,3.A
ufl.,Bd.4,H
alle

1907;Friedrich
T
heodor
CarlCRO
M
E,System
des
deutschen
bürgerlichen
Rechts,Bd.4,T
übingen
1908;Friedrich
E

N
D
EM
A
N
N
,Lehrbuch
desbürgerlichen
Rechts:Einführung
in
dasStudium
desBürgerlichen
Gesetzbuchs,8.-9.,A
ufl.,

Bd.2,A
bt.2,Berlin
1908;K
onrad
CO
SA
CK
,Lehrbuch
des
bürgerlichen
Rechts,7.-8.A
ufl.,Bd.2,Jena
1924;Ludw
ig

Enneccerus/T
heodorK
IPP/M
artin
W
O
LFF,Lehrbuch
desBürgerlichen
Rechts,7.A
ufl.,Bd.4,M
arburg
1931;H
einrich

M
IT
T
EIS,
Bürgerliches
Recht:
Fam
ilienrecht,
4.
A
ufl.,
Berlin
ua
1949;
O
tto
O
PET
/W
ilhelm
V
O
N
BLU
M
E,
D
as

Fam
ilienrechtdes
Bürgerlichen
Gesetzbuchs:K
om
m
entar
zum
Bürgerlichen
Gesetzbuche
und
seinen
N
ebengeset-

zen,A
bt.1-2,Berlin
1906;H
ugo
N
EU
M
A
N
N
,H
andausgabe
desBürgerlichen
GesetzbuchsfürdasD
eutsche
Reich
unter
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Berücksichtigung
dersonstigen
Reichsgesetze
und
derGesetzgebungen
allerBundesstaaten
insbesondere
Preußens

für
Studium
und
Praxis,5.A
ufl.,Bd.2,Berlin
1909;J.v.Staudingers
K
om
m
entar
zum
Bürgerlichen
Gesetzbuch
und

dem
Einführungsgesetz,9.A
ufl.,Bd.4,M
ünchen
ua
1926,§
1382
[T
heodor
EN
GELM
A
N
N
];Planck’s
K
om
m
entar
zum

Bürgerlichen
Gesetzbuch:N
ebstEinführungsgesetz,4.A
ufl.,Bd.4,1.H
älfte,Berlin
1928,§
1382
[K
arlU
N
ZN
ER];D
as

Bürgerliche
Gesetzbuch
m
itbesonderer
Berücksichtigung
der
Rechtsprechung
des
Reichsgerichts:K
om
m
entar,8.

A
ufl.,Bd.4,Berlin/Leipzig
1935,§
1382
[SEY
N
];H
ans
T
heodor
SO
ERGEL
(H
rsg.),Bürgerliches
Gesetzbuch:M
it

Einführungsgesetz
und
N
ebengesetzen:K
ohlham
m
er-K
om
m
entar,7.A
ufl.,Bd.3,Stuttgartua
1937,§
1382;T
H
IELE,

Surrogation
(Fn.13);W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13);W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13);BEY
ER,Surrogation
(Fn.

13).

（

）
他
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
き
詳
し
く
は
、
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.52-55.

140
（

）
V
gl.Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2;Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2
a);

141RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.2.他
も
大
体
同
じ
で
あ
る
が
、
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
O
PET
/V
O
N
BLU
M
E,

Fam
ilienrechtI/II(Fn.139),§
1382,A
nm
.1
は
定
義
部
分
を
「
客
観
的
要
素
」、
各
世
帯
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
部
分
を
「
主
観
的
要

素
」
と
呼
ぶ
。

（

）
Z.B.Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.3
a);Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.3

142b);RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.5.

（

）
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.59-60
und
U
LLM
A
N
,D
asgesetzliche
eheliche
Güterrecht2
(Fn.139),§
13,S.105
Fn.

14315.な
お
、
妻
が
有
責
の
場
合
、
妻
は
夫
に
「
一
般
原
則
に
し
た
が
い
」
賠
償
義
務
を
負
う
と
い
う
見
解
が
あ
る
（
O
PET
/V
O
N

BLU
M
E,Fam
ilienrechtI/II(Fn.139),§
1382,A
nm
.4b)）。
お
そ
ら
く
不
法
行
為
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
不
当
で
あ

る
（
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.297
m
itFn.1）。
家
財
道
具
の
所
有
者
は
妻
で
あ
り
、
自
己
物
の
滅
失
・
毀
損
に
つ
い
て
損
害

賠
償
義
務
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（

）
U
LLM
A
N
,D
asgesetzliche
eheliche
Güterrecht2
(Fn.139),§
13,S.104;CRO
M
E,System
IV
(Fn.139),§
573,S.285
Fn.

14431
a.E.;O
PET
/V
O
N
BLU
M
E,Fam
ilienrechtI/II(Fn.139),§
1382,A
nm
.7;Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.
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7;Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.7;RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.8;SO
ERGEL,

BGB7
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2;T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.61-62;W
IN
D
M
Ü
LLER,Surrogation
(Fn.139),S.60;BEY
ER,

Surrogation
(Fn.13),S.290.補
充
義
務
が
な
い
（
以
下
本
文
）
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
と
み
る
の
は
、
Planck/U
N
ZN
ER;

Staudinger/EN
GELM
A
N
N
.妻
が
第
三
者
に
対
し
て
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
妻
が
賠
償
請
求
権
と
代
位
物
所
有
権
の
双
方

を
取
得
す
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
こ
の
問
題
は
新
規
定
で
も
生
じ
う
る
た
め
、
続
稿
で
考
察
す
る
。

（

）
U
LLM
A
N
,D
asgesetzlicheehelicheGüterrecht2
(Fn.139),§
13,S.104;EN
D
EM
A
N
N
,Lehrbuch8/9
II/2(Fn.139),§
175,

145S.341
m
itFn.22;N
EU
M
A
N
N
,H
andausgabe5
II(Fn.139),§
1382,A
nm
.3;Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.

6;Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.5;RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.7;T
H
IELE,

Surrogation
(Fn.13),S.64-65;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.286.旧
破
産
法
の
旧
規
定
（
K
O
§
45a.F.）
と
の
関
係
が
は
げ
し

く
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
破
産
法
固
有
の
議
論
で
あ
り
、
し
か
も
現
在
で
は
削
除
さ
れ
問
題
と
な
ら
な
い
テ
ー
マ
な
の
で
、

続
稿
で
ま
と
め
て
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。

（

）
RG
IV
376/21.V
gl.RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.6und
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.73Fn.2.な
お
、

146RGZ
84,71,74
は
代
位
の
効
果
に
つ
き
触
れ
て
い
る
が
、
傍
論
で
あ
る
。
所
得
共
同
制
が
選
択
さ
れ
て
い
る
際
に
一
方
配
偶
者
に
生
じ

た
所
有
権
が
ど
の
よ
う
に
し
て
合
有
財
産
を
形
成
す
る
に
い
た
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
説
明
す
る
た
め
の
前
提
に
す
ぎ
な
い
。

（

）
RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.1.

147
（

）
Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.1.

148
（

）
W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.61.

149
（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.283.

150
（

）
Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.3
a);vgl.M
IT
T
EIS,Fam
ilienrecht4
(Fn.139),K
ap.21.

151
（

）
N
EU
M
A
N
N
,H
andausgabe5
II(Fn.139),§
1382,A
nm
.3.

152
（

）
批
判
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
妻
の
有
責
に
よ
り
離
婚
に
い
た
っ
た
際
に
は
、
代
位
は
事
情
に
よ
っ
て
は
夫
に

153と
っ
て
酷
な
い
し
不
公
正
か
も
し
れ
な
い
（
D
ERN
BU
RG,D
as
Bürgerliche
Recht3
IV
(Fn.139),§
41,S.150
Fn.7;CRO
M
E,

System
IV
(Fn.139),§
573,S.285
Fn.32）。
し
か
し
、
こ
れ
は
部
分
的
な
批
判
に
と
ど
ま
る
し
、
論
者
自
身
も
こ
の
点
を
あ
ま
り
問
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題
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
CRO
M
E
は
こ
の
不
利
益
は
「
と
る
に
た
ら
な
い
も
の
」
と
い
い
、
D
ERN
BU
RG
に
よ
れ
ば
代
位
の
規
定
そ
れ

自
体
は
”löblich“で
あ
る
（
た
だ
し
、
皮
肉
と
も
と
れ
る
）。

（

）
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.51-52;W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.60-62.

154
（

）
SCH
RÖ
D
ER,D
as
eheliche
Güterrecht(Fn.41),S.14
usw
.

155
（

）
財
産
の
代
位
は
、
法
律
行
為
的
代
位
の
み
に
着
目
す
る
と
大
き
く
、
①
資
力
代
位
と
、
②
関
係
代
位
に
分
け
ら
れ
る
。
本
文
四
１
参

156照
。
T
H
IELEと
W
IN
D
M
Ü
LLERは
代
位
の
基
礎
理
論
に
つ
き
基
本
的
に
は
同
一
の
立
場
に
た
ち
、
①
と
②
の
違
い
は
両
者
の
作
用
の
相

違
に
由
来
す
る
と
み
る
。
す
な
わ
ち
、
①
に
よ
れ
ば
、
取
得
物
所
有
権
が
行
為
者
と
は
別
の
他
人
に
割
り
当
て
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
②

は
、
同
一
人
に
帰
属
す
る
取
得
物
所
有
権
を
複
数
の
財
産
体
の
う
ち
の
一
に
割
り
当
て
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
①
に
お

い
て
は
、
行
為
者
の
意
思
は
一
般
に
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
②
の
際
に
は
、
行
為
者
の
意
思
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
（
T
H
IELE,Surro-

gation
(Fn.13),S.13-14;W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.12-13,23-24）。
家
財
道
具
の
代
位
は
こ
の
い
ず
れ
に
も
う

ま
く
当
て
は
ま
ら
な
い
た
め
、「
特
殊
」（
W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.60,61）、「
一
部
拡
張
一
部
制
限
」
型

（
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.52）
な
ど
と
説
か
れ
て
い
た
。

（

）
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.94;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.279.

157
（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.284-285
m
itFn.2;vgl.auch
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.92-93.

158
（

）
BGB
§
1382
a.F.の
議
論
の
ま
と
め
と
し
て
、
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.69.

159
（

）
本
文
に
触
れ
る
範
囲
で
は
議
論
状
況
に
変
化
は
な
い
た
め
、
以
下
で
は
最
新
版
を
用
い
る
。
Bürgerliches
Gesetzbuch:M
it

160Einführungsgesetz
und
N
ebengesetzen:K
ohlham
m
er-K
om
m
entar,Begründetvon
H
ans
T
heodor
Soergel,13.A
ufl.,

Bd.16,Stuttgartua
2001,§
1048
[RolfST
Ü
RN
ER];J.von
Staudingers
K
om
m
entar
zum
Bürgerlichen
Gesetzbuch
m
it

Einführungsgesetz
und
N
ebengesetzen,
N
eubearbeitung
2009,
Buch
3,
Berlin
2009,
§
1048
[Johann
FRA
N
K
];

M
ünchener
K
om
m
entar
zum
Bürgerlichen
Gesetzbuch,5.A
ufl.,Bd.6,M
ünchen
2009,§
1048
[Petra
PO
H
LM
A
N
N
].

（

）
M
ünchK
om
m
/PO
H
LM
A
N
N
,BGB5
(Fn.160),§
1048,Rn.3.

161
（

）
Staudinger/FRA
N
K
,BGB
2009
(Fn.160),§
1048,Rn.7.

162
（

）
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.91;W
ELLE,pretium
succedit(Fn.14),S.15-16.

163
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（

）
U
LLM
A
N
,D
as
gesetzliche
eheliche
Güterrecht2
(Fn.139),§
17,S.169-170
m
itFn.2.な
お
、
FRO
M
M
,Surrogation

164(Fn.15),S.85
が
取
り
上
げ
、
批
判
し
て
い
る
部
分
は
U
LLM
A
N
の
本
旨
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.287-288
m
itFn.1.

165
（

）
V
orallem
Soergel/ST
Ü
RN
ER,BGB13
(Fn.160),§
1048,Rn.2
m
itFn.5;vgl.auch
Staudinger/FRA
N
K
,BGB
2009
(Fn.

166160),§
1048,Rn.2.

（

）
Staudinger/FRA
N
K
,BGB
2009
(Fn.160),§
1048,Rn.6.

167
（

）
V
gl.M
ünchK
om
m
/PO
H
LM
A
N
N
,BGB5
(Fn.160),§
1048,Rn.5.

168
（

）
U
LLM
A
N
,D
as
gesetzliche
eheliche
Güterrecht2
(Fn.139),§
13,S.103.

169
（

）
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.90-91.

170
（

）
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.92.

171
（

）
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.93
und
S.97-98.

172
（

）
W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.91
und
S.94-95.

173
（

）
EN
D
EM
A
N
N
,Lehrbuch8/9
II/2(Fn.139),§
175,S.341Fn.21.ゲ
ラ
ー
デ
と
の
対
比
を
基
礎
と
す
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
（
前
述
注

174（

）
参
照
）
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
論
旨
の
ポ
イ
ン
ト
は
本
文
引
用
部
分
に
あ
り
、
家
財
道
具
を
「
財
産
総
体
」
と
規
定
し
て

41い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（

）
CRO
M
E,System
IV
(Fn.139),§
573,S.285.も
っ
と
も
、
補
充
義
務
を
認
め
る
趣
旨
な
の
か
、
事
実
と
し
て
補
充
さ
れ
た
場
合

175に
代
位
に
よ
り
妻
の
家
財
道
具
に
組
み
込
ま
れ
る
趣
旨
な
の
か
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
な
い
。

（

）
O
PET
/V
O
N
BLU
M
E,Fam
ilienrechtI/II(Fn.139),§
1382,A
nm
.7.

176
（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.286.

177
（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.86.

178
（

）
Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.7;Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.7;

179RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.3;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.288.

（

）
W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.61.

180
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（

）
Z.B.Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.3;Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2;

181RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,insbes.A
m
n.6.調
達
行
為
が
代
償
と
し
て
の
そ
れ
に
当
た
る
の
か
、
意
思
が
必
要
な
の
か

と
い
っ
た
点
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。「
組
入
れ
」
に
つ
い
て
は
言
葉
す
ら
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
、「
組
入
れ
」
必
要
説
を
展
開
す
る
RO
LL,Surrogation
(Fn.15),S.78-80
で
あ
っ
た
。

（

）
SO
ERGEL,BGB7
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2
und
§
1381,A
nm
.2.な
お
、
Enneccerus/K
IPP/W
O
LFF,Fam
ilienrecht7

182(Fn.139),§
50II,S.203
は
、「
妻
は
夫
の
権
利
承
継
人
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
他
方
、「
代
償
物
は
調
達
の
瞬
間
に
妻
の
持
参
財
産

と
な
る
」
と
書
い
て
い
る
。「
組
入
れ
」
を
要
件
と
せ
ず
、「
調
達
の
瞬
間
に
」
妻
に
移
転
す
る
が
、
妻
は
な
お
「
夫
の
権
利
承
継
人
」
で

あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
論
理
的
一
秒
」、
夫
に
権
利
が
帰
属
す
る
と
み
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
理
由
が
明
ら
か

で
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（

）
Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.4
und
§
1381,A
nm
.3（
強
調
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
）。

183
（

）
RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.6,vglauch
§
1381,A
m
n.6;ferner
O
PET
/V
O
N
BLU
M
E,Fam
ilienrecht

184I/II(Fn.139),§
1382,A
nm
.5.引
用
に
は
「
瞬
間
」
移
転
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
瞬
の
間
夫
に
権
利
帰
属
を
認
め
る
と
い
う
趣
旨
で
は

な
い
。「
権
利
承
継
の
仮
定
は
不
要
で
あ
る
」
と
明
言
し
、
Enneccerus/K
IPP/W
O
LFF
を
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
前
掲
注

（

）
参
照
）。

182

（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.283
m
itFn.2.

185
（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.285.

186
（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.283.

187
（

）
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.63-64.

188
（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.284.

189
（

）
Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.3
b).

190
（

）
Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.3
d).

191
（

）
SO
ERGEL,BGB7
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2;vgl.auch
N
EU
M
A
N
N
,H
andausgabe5
II(Fn.139),§
1382,A
nm
.3.

192
（

）
こ
の
分
析
視
角
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（

）
参
照
。

193

24
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（

）
明
確
に
述
べ
る
の
は
、
W
IN
D
M
Ü
LLER,pretium
succedit(Fn.13),S.60;W
A
LLER,Surrogation
(Fn.13),S.93,98-99Fn.1.

194は
っ
き
り
し
な
い
が
、
叙
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
D
ERN
BU
RG,D
as
Bürgerliche
Recht3
IV
(Fn.139),§
41,S.150
und
S.

151
m
itFn.10.な
お
、
CRO
M
E,System
IV
(Fn.139),§
573,S.285
は
資
力
代
位
と
同
様
に
計
算
意
思
を
必
要
と
み
る
が
、
こ
こ
で

は
「
た
い
て
い
」
す
で
に
諸
事
情
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（

）
RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.6;vgl.BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.284,285.

195
（

）
O
PET
/V
O
N
BLU
M
E,Fam
ilienrechtI/II(Fn.139),§
1382,A
nm
.4
a).計
算
意
思
に
つ
い
て
は
な
に
も
触
れ
て
い
な
い
。

196
（

）
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.57;vgl.auch
D
ERN
BU
RG,D
asBürgerliche
Recht3
IV
(Fn.139),§
41,S.150;BEY
ER,

197Surrogation
(Fn.13),S.285.

（

）
Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2
b);vgl.auch
U
LLM
A
N
,D
as
gesetzliche
eheliche
Güter-

198recht2
(Fn.139),§
13,S.104.

（

）
Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.2
b).そ
も
そ
も
妻
の
専
用
に
供
せ
ら
れ
る
物
（
A
nm
.2
a)）
と
し

199て
「
家
財
道
具
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（

）
O
PET
/V
O
N
BLU
M
E,Fam
ilienrechtI/II(Fn.139),§
1382,A
nm
.4
a).

200
（

）
EN
D
EM
A
N
N
,Lehrbuch8/9
II/2(Fn.139),§
175,S.341Fn.21;Staudinger/EN
GELM
A
N
N
,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.

2012
b);vgl.D
ERN
BU
RG,D
as
Bürgerliche
Recht3
IV
(Fn.139),§
41,S.150
Fn.9.

（

）
Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.3
a).

202
（

）
RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.3.

203
（

）
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.57.

204
（

）
D
ERN
BU
RG,D
asBürgerliche
Recht3
IV
(Fn.139),§
41,S.150;EN
D
EM
A
N
N
,Lehrbuch8/9
II/2
(Fn.139),§
175,S.341

205Fn.22;O
PET
/V
O
N
BLU
M
E,Fam
ilienrecht
I/II
(Fn.139),§
1382,A
nm
.4
b);Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,

A
nm
.3a);Staudinger/EN
GELM
A
N
N
N
ZN
ER,BGB9
(Fn.139),§
1382,A
nm
.4);RGRK
/SA
Y
N
,BGB8
(Fn.139),§
1382,A
m
n.3;

T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.57;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.283.

（

）
K
onrad
CO
SA
CK
,Lehrbuch
des
bürgerlichen
Rechts
aufder
Grundlage
des
Bürgerlichen
Gesetzbuchs,4.A
ufl.,

206
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Bd.2,Jena
1904,§
293,S.506.な
お
、
同
所
で
は
、
妻
が
コ
ッ
ク
に
食
器
を
贈
与
す
る
際
に
夫
の
同
意
を
え
て
い
た
旨
の
記
述
が
落
と

さ
れ
て
い
る
が
、
妻
は
夫
の
同
意
が
な
け
れ
ば
持
参
財
産
の
対
象
で
あ
る
食
器
を
処
分
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
CO
SA
CK
,

Lehrbuch7/8
II(Fn.139),§
46,S.138
で
は
夫
の
同
意
の
部
分
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
本
文
で
も
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
。

（

）
コ
ー
ザ
ッ
ク
は
の
ち
に
こ
っ
そ
り
記
述
を
あ
ら
た
め
、
贈
与
前
に
調
達
さ
れ
た
場
合
で
も
、
夫
婦
は
古
い
食
器
を
す
で
に
使
い
物
に

207な
ら
な
い
も
の
と
み
て
い
た
の
だ
か
ら
代
位
は
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
CO
SA
CK
,Lehrbuch7/8
II(Fn.139),§
46,S.138.

な
お
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
に
対
応
し
た
の
か
、
こ
の
版
で
は
設
例
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
当
初
食
器
が
持
参
さ
れ
た
の
は
一
九
一
〇
年
、
コ
ッ
ク
に
贈
与
し
た
の
は
一
九
二
三
年
、
同
年
の
「
調
達
の
際
に
」
旧
食
器

は
八
〇
マ
ル
ク
の
価
値
し
か
な
か
っ
た
が
、
新
た
な
食
器
は
「
六
〇
〇
万
マ
ル
ク
」
の
価
格
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
代

位
が
生
じ
る
と
説
い
て
い
る
。

（

）
CRO
M
E,System
IV
(Fn.139),§
573,S.285
Fn.30;BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.282,後
者
は
、
D
ERN
BU
RG,D
as

208Bürgerliche
Recht3
IV
(Fn.139),§
41,S.150
und
S.151
m
itFn.10.

（

）
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.57.

209
（

）
BEY
ER,Surrogation
(Fn.13),S.285.

210
（

）
Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§
1382,A
nm
.3
a)a.E.

211
（

）
価
値
の
増
加
の
文
脈
で
は
、
T
H
IELE,Surrogation
(Fn.13),S.57.本
文
で
引
い
た
、
Planck/U
N
ZN
ER,BGB4
(Fn.139),§

2121382,A
nm
.3
a)が
、「
増
加
な
の
か
代
償
な
の
か
」
は
、「
BGB
§
1382
a.F.の
意
図
に
し
た
が
っ
て
妻
に
有
利
な
意
味
で
」
応
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

（

）
V
erordnung
überdie
Behandlung
derEhew
ohnung
und
desH
ausratsnach
derScheidung
vom
21.10.1944,BGBl.

213I,1944,S.256.

（

）
家
具
令
に
つ
い
て
は
、
宮
本
と
も
み
「
離
婚
後
の
婚
姻
住
居
利
用
問
題
へ
の
対
処
（
一
）
〜
(三
・
完
)│
ド
イ
ツ
家
具
令
（
H
aus-

214ratsV
O
）
の
沿
革
を
拠
り
所
に
し
て
│
」
新
報
一
〇
二
巻
一
号
一
四
五
│
一
七
一
頁
、
二
号
一
二
九
│
一
五
七
頁
、
五
・
六
号
八
九
│

一
一
三
頁
（
一
九
九
五
│
一
九
九
六
年
）、
右
近
健
男
「
離
婚
・
別
居
と
婚
姻
住
居
│
ド
イ
ツ
法
の
紹
介
│
」
岡
法
四
六
巻
三
・
四
号
六

四
九
│
六
六
八
頁
（
一
九
九
七
年
）、
本
稿
の
文
脈
で
は
と
く
に
、
宮
本
・
前
掲
注
（

）
家
具
分
配
（
一
）
(二
・
完
)。

2
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（

）
GERN
H
U
BER/CO
EST
ER-W
A
LT
JEN
,Fam
ilienrecht5
(Fn.36),§
29II,Rn.17Fn.37m
.w
.N
.た
だ
し
、
概
念
規
定
に
つ
い
て

215は
複
雑
な
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
代
位
の
規
定
の
角
度
か
ら
続
稿
で
立
ち
入
る
こ
と
に
す
る
。

（

）
A
m
tliche
Erläuterung
der
V
erordnung
über
die
Behandlung
der
Ehew
ohnung
und
des
H
ausrats
nach
der

216Scheidung
(6.D
V
O
.Zum
Ehegesetz)von
21.O
ktober
1994,in:D
eutsch
Justiz
1944,S.278-282.

（

）
A
m
tliche
Erläuterung
(Fn.216),S.280.

217
（

）
A
m
tliche
Erläuterung
(Fn.216),S.280.

218
（

）
新
規
定
と
の
対
比
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
み
る
の
は
、
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.95.

219
（

）
A
m
tliche
Erläuterung
(Fn.216),S.280.

220
（

）
FRO
M
M
,Surrogation
(Fn.15),S.95;ferner
J.von
Staudingers
K
om
m
entar
zum
Bürgerlichen
Gesetzbuch
m
it

221Einführungsgesetz
und
N
ebengesetzen,
N
eubearbeitung
2009,
Buch
4,
Berlin
2004,
H
ausratsV
O
§
9
[Gerd

W
EIN
REICH
],Fn.2.

（

）
W
erner
SCH
U
BERT
,Zur
Reform
der
Gem
einschaftsteilung
durch
die
H
ausratsverordnung
von
1944,JZ
1983,S.

222939-944.

（

）
SCH
U
BERT
,Zur
Reform
der
Gem
einschaftsteilung
(Fn.222),S.941.

223
（

）
SCH
U
BERT
,Zur
Reform
der
Gem
einschaftsteilung
(Fn.222),S.942.

224
（

）
宮
本
・
前
掲
注
（

）
家
具
分
配
（
一
）
一
四
二
│
一
四
三
頁
。

225

2

[謝
辞
﹈
斎
藤
和
夫
先
生
に
は
学
部
の
ゼ
ミ
以
来
、
修
士
課
程
・
博
士
課
程
を
経
て
現
在
に
至
る
ま
で
、
公
私
に
わ
た
り
御
指
導
御
鞭
撻
を

賜
り
ま
し
た
。
御
教
示
の
一
つ
ひ
と
つ
が
貴
重
な
も
の
で
し
た
が
、
時
流
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
基
礎
的
な
研
究
に
打
ち
込
む
こ
と
の
重
要
性

を
説
か
れ
た
こ
と
が
、
強
く
心
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
賜
り
ま
し
た
御
学
恩
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
先
生
の
ま
す
ま
す
の
御

健
勝
と
御
発
展
を
祈
念
し
、
文
字
ど
お
り
の
拙
稿
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
謹
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
後
と
も
御
指
導
御
鞭
撻
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く
御
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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