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一　

問
題
関
心

　

１　

所
有
者
と
担
保
権
者
の
処
遇
の
均
衡

　

所
有
者
が
他
人
に
自
己
の
物
を
無
権
限
で
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
所
有
者
は
ど
の
よ
う
な
救
済
を
受
け
ら
れ
る
か
。
第
三
者
に
即
時

取
得
が
成
立
す
る
（
民
一
九
二
条
）
な
ど
、
第
三
者
が
有
効
に
目
的
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
き
に
は
、
所
有
者
は
目
的
物
の
返

還
を
第
三
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
所
有
者
と
し
て
は
譲
渡
人
に
、
譲
渡
と
引
き
換
え
に
取
得
し
た
反
対
給

付
債
権
の
移
転
ま
た
は
そ
の
給
付
物
の
引
渡
し
を
、
不
当
利
得
（
民
七
〇
三
条
、
七
〇
四
条
）
と
し
て
請
求
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
所
有
者
が
、
反
対
給
付
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
目
的
物
の
譲
渡
価
値
を
請
求
で
き
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
目
的

物
の
客
観
的
価
値
し
か
請
求
で
き
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る）1
（

。
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
所
有
者
が
譲
渡
人
に
対
し

て
有
す
る
権
利
の
性
質
が
「
債
権
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
た
し
か
に
、
不
当
利
得
論
の
進
展
に
よ
っ

て
、
こ
の
文
脈
で
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
、
侵
害
利
得
な
い
し
帰
属
法
的
不
当
利
得
の
一
類
型
と
し
て
、
権
利
の
継
続
効
、
物

権
的
請
求
権
の
債
権
的
補
充
な
ど
と
把
握
さ
れ
、
こ
れ
を
財
貨
帰
属
法
の
論
理
と
評
価
に
服
せ
し
め
る
よ
う
努
め
ら
れ
て
い
る）2
（

。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
、
所
有
者
の
権
利
が
た
ん
な
る
債
権
的
請
求
権
と
し
て
法
性
決
定
さ
れ
る
限
り
、
所
有
権
の
保
障
は
第
三
者
と
の

関
係
に
お
い
て
な
お
十
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
所
有
者
が
無
権
限
譲
渡
人
に
対
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
で
き
る
場
合
に
も
、
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
担
保
権
者
の
代
位
物
へ
の
優
先
権
を
め
ぐ
る
解
釈
論
の
議
論
枠
組
み
に
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
民
法
は
担
保
物
権
の
物
上
代
位
（
民
三
〇
四
条
）
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
自
体
明
文
を
も
た
な
い
譲
渡
担
保
や
所
有

権
留
保
と
い
っ
た
所
有
権
移
転
な
い
し
移
転
留
保
型
担
保
（
以
下
、
所
有
権
移
転
型
担
保
と
す
る
）
の
物
上
代
位
の
可
否
が
争
わ
れ
て

い
る
。
と
く
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
代
位
物
が
売
却
代
金
債
権
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
直
接
取
り
扱
っ
た
、
最
決
平
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成
一
一
年
五
月
一
七
日
民
集
五
三
巻
五
号
八
六
三
頁
は
、
信
用
状
発
行
銀
行
が
、
輸
入
商
品
を
目
的
と
す
る
個
別
譲
渡
担
保
権
に
基

づ
き
、
当
該
商
品
の
売
却
代
金
債
権
に
対
し
て
物
上
代
位
権
を
行
使
し
た
事
案
で
、「
右
の
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
」
こ
れ
を
肯

定
し
た）3
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
譲
渡
担
保
権
者
の
売
却
代
金
債
権
に
対
す
る
物
上
代
位
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
よ
く
知

ら
れ
た
道
垣
内
弘
人
の
批
判）4
（

が
あ
る
。「
譲
渡
担
保
権
者
は
所
有
権
を
譲
り
受
け
る
と
い
う
形
式
を
自
ら
の
意
思
で
選
択
し
、
か
つ
、

外
部
的
に
も
そ
の
よ
う
に
公
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
所
有
権
者
以
上
の
権
利
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
譲
渡
担
保
権
者
の
担
保
権
者
と
し
て
の
地
位
を
持
ち
出
す
（
５
）の

で
は
、
批
判
者
の

問
題
意
識
に
正
面
か
ら
応
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
所
有
者
の
処
遇
を
棚
上
げ
し
た
ま
ま
、
さ
し
あ
た
り
所
有
権
移
転
型
担
保
に

物
上
代
位
を
認
め
よ
う
と
い
う
の
で
は
、
所
有
者
と
担
保
権
者
の
あ
い
だ
の
評
価
矛
盾
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
観
点
か
ら
は
、
道
垣
内
の
批
判
の
前
提
そ
の
も
の
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
反
論
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

制
限
物
権
で
あ
る
担
保
物
権
に
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
る
の
に
、
全
面
的
支
配
権
で
あ
る
所
有
権
に
な
ぜ
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
な

い
の
か
が
問
わ
れ
る）6
（

。
道
垣
内
自
身
、
信
託
財
産
の
物
上
代
位
（
信
託
一
六
条
）
の
規
律
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
所
有
者
の
保

護
に
薄
い
現
行
法
の
不
備
を
問
題
視
し
て
い
る）（
（

。
道
垣
内
の
主
張
は
、「
通
説
の
考
え
方
を
維
持
し
た
ま
ま
で
」）

8
（

は
、
譲
渡
担
保
権

者
の
物
上
代
位
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
以
上
の
議
論
で
は
、
所
有
者
の
代
位
物
に
対
す
る
保
護
が
十
分
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
な
お
詰
め
て
分
析
さ

れ
て
い
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
み
た
と
お
り
、
他
人
の
物
の
無
権
限
譲
渡
の
事
例
で
は
、
反
対
給
付
債

権
や
そ
の
給
付
物
は
譲
渡
人
に
帰
属
し
、
所
有
者
は
こ
れ
を
不
当
利
得
と
し
て
返
還
請
求
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

譲
渡
人
が
破
産
し
た
場
合
に
は
、
所
有
者
は
一
般
の
取
戻
権
を
有
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
所
有
者
は
破
産
債
権
者
と
し
て
、
他
の
破

産
債
権
者
と
の
平
等
満
足
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
実
際
、
民
法
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
味
で
、
所
有
者
は

「
債
権
的
保
護）（
（

」
し
か
受
け
ら
れ
な
い
と
し
、
そ
の
保
護
の
弱
さ
を
批
判
す
る
も
の
が
あ
る
。
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２　

代
償
的
取
戻
権
の
視
点

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
に
は
破
産
法
の
な
か
で
、
特
別
な
取
戻
権
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
代
償
的
取
戻
権
（
破
六
四
条
）
が
用
意
さ

れ
て
い
る
。
同
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
取
戻
権
者
は
破
産
管
財
人
に
「
反
対
給
付
の
請
求
権
の
移
転
」
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

破
産
管
財
人
は
債
権
譲
渡
の
意
思
表
示
を
し
、
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
た
め
に
債
務
者
に
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
破
産
管

財
人
が
任
意
に
こ
れ
に
応
じ
な
い
と
き
に
は
、
意
思
表
示
と
観
念
の
通
知
を
命
じ
る
判
決
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
（
民
四
一
四
条

二
項
た
だ
し
書
、
民
執
一
七
四
条
））

（（
（

。
同
条
二
項
の
明
文
に
よ
れ
ば
、
破
産
手
続
開
始
前
に
、
破
産
者
が
反
対
給
付
を
す
で
に
回
収
し

て
い
た
と
き
に
は
、
給
付
物
が
た
と
え
特
定
性
を
保
っ
て
い
た
と
し
て
も）（（
（

、
こ
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
破
産
者
が
ま

だ
反
対
給
付
債
権
を
回
収
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
所
有
者
は
債
権
者
と
の
競
合
に
晒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
同
債
権
を
取
り
戻
す

こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
所
有
権
移
転
型
担
保
の
物
上
代
位
の
議
論
で
は
、
こ
の
権
利
の
存
在
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
平
成
一

一
年
決
定
で
は
、
ま
さ
に
譲
渡
担
保
設
定
者
が
破
産
0

0

し
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
権
者
が
売
却
代
金
債
権

0

0

0

0

0

0

に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
で

き
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
議
論
の
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
た
の
は
、
所
有
者
と
譲
渡
担
保
権
者
の
処
遇
の
均
衡
の

問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
い
ま
で
も
同
様
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
論
の
際
に
代
償
的
取
戻
権
の
制
度
が
顧
慮
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
「
物
上
代
位
」
の
可
否
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
所
有
者
で
あ
れ

ば
「
優
先
権
」
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
譲
渡
担
保
権
者
に
優
先
権
を
与
え
る
に
は
「
物
上
代
位
」
と
い
う
方
策
し
か
な
い

こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
学
説
は
、
所
有
権
的
構
成
の
強
調
・
物
上
代
位
の
否
定
・
破
産
に
お
け
る
不
保

護
と
、
担
保
的
構
成
の
強
調
・
物
上
代
位
の
肯
定
・
破
産
に
お
け
る
保
護
の
、
両
系
列
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

け
れ
ど
も
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
所
有
者
に
は
破
産
法
上
、
代
償
的
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
所
有

者
の
処
遇
と
の
均
衡
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
譲
渡
担
保
権
者
に
も
そ
れ
と
同
種
の
権
利
が
与
え
ら
れ
な
い
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
検
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討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
譲
渡
担
保
権
者
に
は
取
戻
権
で
は
な
く
、
別
除
権
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と

み
る
考
え
方）（（
（

か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
権
利
は
援
用
で
き
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
倒
産
法
の
有
力
な
学
説
は
、
代

償
的
取
戻
権
の
規
定
を
準
用
し
、
代
償
的
「
別
除
権
」
の
法
形
象
を
認
め
、
た
と
え
ば
所
有
権
留
保
の
際
に
、
留
保
売
主
の
代
償
的

別
除
権
を
肯
定
し
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
さ
き
の
事
案
で
は
、
譲
渡
担
保
設
定
者
が
処
分
授
権
の
範
囲
内
で
目
的
物
を
売
却
し
て
い
た
と

い
う
点
で
、
他
人
物
の
無
権
限
処
分
と
は
事
案
を
異
に
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
代
償
的
取
戻
権
は
不
当
処
分
の
場
合
に
し
か
認
め

ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る）（（
（

が
、
し
か
し
反
対
に
、
所
有
者
は
正
当
な
処
分
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
反
対
給
付
債
権
に
つ
い
て
も
、

そ
の
移
転
を
請
求
で
き
る
と
み
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
さ
ら
に
、
不
当
利
得
の
返
還
義
務
の
範
囲
に
関
す
る
民
法
上

の
争
い
を
参
考
に
す
る
と
、
代
償
的
取
戻
権
で
取
戻
し
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
、
物
の
客
観
的
価
値
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

の
疑
念
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
倒
産
法
学
説
は
一
般
に
、
条
文
の
文
言
ど
お
り
（「
反
対
給

付
の
請
求
権
」）、
対
象
は
売
却
代
金
債
権
で
あ
る
と
み
て
い
る）（（
（

。
そ
う
す
る
と
、
平
成
一
一
年
決
定
の
事
案
で
は
、
譲
渡
担
保
権
者

に
「
優
先
権
」
を
認
め
て
も
、
所
有
者
と
の
均
衡
は
―
―
こ
の
種
の
ケ
ー
ス
で
代
償
的
取
戻
権
の
適
用
が
あ
る
と
考
え
る
限
り
に
お

い
て
―
―
害
さ
れ
な
い
。
問
い
は
、「
優
先
権
」
付
与
の
方
策
と
し
て
、
代
償
的
取
戻
権
な
い
し
別
除
権
を
認
め
る
べ
き
か
、
物
上

代
位
を
承
認
す
べ
き
か
、
と
い
う
か
た
ち
で
立
て
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

３　

代
償
的
取
戻
権
研
究
の
現
状

　

そ
う
す
る
と
、
代
償
的
取
戻
権
と
物
上
代
位
で
は
、
な
に
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
を

考
え
る
以
前
に
、
そ
も
そ
も
代
償
的
取
戻
権
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
な
お
不
明
確
な
点
が
少
な
く
な
い
。
た
し
か
に
、
所
有
権
移
転

型
担
保
の
物
上
代
位
と
は
異
な
り
、
問
屋
が
破
産
し
た
際
の
委
託
者
の
保
護）（（
（

や
、（
金
銭
所
有
論
を
含
む
）
物
権
債
権
峻
別
論
の
限
界

の
問
題
、
な
か
で
も
債
権
的
私
的
所
有
論）（（
（

お
よ
び
価
値
追
跡
論）（（
（

と
の
関
連
に
お
い
て
、
代
償
的
取
戻
権
の
規
定
が
し
ば
し
ば
援
用
さ
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れ
、
そ
の
射
程
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
代
償
的
取
戻
権
の
も
つ
イ
ン
パ
ク
ト
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
民
法
学
や
商
法
学
の
観
点
か
ら
の
検
討
で
あ
る
。
そ
の
性
格
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
代
償
的

取
戻
権
の
構
造
や
性
質
、
要
件
効
果
に
関
す
る
包
括
的
な
検
討
は
倒
産
法
学
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
民
法
学
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に）（（
（

、
倒
産
法
学
は
一
般
に
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
あ
ま
り
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
。

戦
中
に
現
れ
た
齋
藤
常
三
郎
の
論
文）（（
（

の
ほ
か
、
竹
下
守
夫
＝
野
村
秀
敏
の
詳
細
な
注
釈）（（
（

が
あ
る
だ
け
で
、
本
格
的
な
研
究
は
み
あ
た

ら
な
い
。
齋
藤
の
論
文
と
竹
下
＝
野
村
の
注
釈
は
、
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
の
文
献
を
渉
猟
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
議
論
を
組
み
立
て
る

と
と
も
に
、
す
る
ど
い
洞
察
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
研
究
が
不
要
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め

に
、
い
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な
理
論
的
な
問
題
と
、
ド
イ
ツ
の
法
状
況
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　

な
お
、
以
下
で
は
、
特
段
の
指
示
を
し
な
い
限
り
、
代
償
的
取
戻
権
の
対
象
を
条
文
の
文
言
ど
お
り
、「
反
対
給
付
の
請
求
権
」

な
い
し
「
反
対
給
付
」
と
し
て
取
得
さ
れ
た
財
産
と
指
示
す
る
こ
と
に
す
る）（（
（

。

二　

代
償
的
取
戻
権
研
究
の
必
要
性

　

１　

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
問
題

　

日
本
の
代
償
的
取
戻
権
は
、
現
行
破
産
法
六
四
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
同
条
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
債
権
的
」
取
戻
権
者
に
も
代

償
的
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
か
、
譲
渡
の
有
効
性
の
要
否
、
対
象
の
特
定
性
の
意
義
と
そ
の
内
容
、
第
二
の
（
連
鎖
的
）
代
償
的
取

戻
権
の
可
否
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
と
く
に
、
次
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

　

第
一
に
、
破
産
前
の
譲
渡
と
破
産
後
の
譲
渡
の
不
均
衡
が
問
題
と
な
る
。
破
産
管
財
人
が
破
産
手
続
開
始
後
に
取
戻
権
の
目
的
物
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を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
未
回
収
の
反
対
給
付
債
権
の
み
な
ら
ず
、
回
収
さ
れ
た
給
付
物
に
つ
い
て
も
特
定
性
が
保
た
れ
て
い
る
限

り
、
代
償
的
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
（
破
六
四
条
一
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
務
者
が
手
続
開
始
前
に
目
的
物
を
譲
渡
し
て
い
た
場

合
に
は
事
情
が
異
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
代
償
的
取
戻
権
の
目
的
は
、
未
履
行
の
反
対
給
付
債
権
と
、
手
続
開
始
後
に
回
収
さ
れ
た

給
付
物
に
限
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
債
務
者
が
手
続
開
始
前

0

0

0

に
反
対
給
付
を
回
収
し
て
い
た
と
き
に
は
、
た
と
え
給
付
物
が
特
定

性
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
取
戻
権
者
は
保
護
さ
れ
な
い
（
同
二
項
反
対
解
釈
）。

　

破
産
の
前
に
反
対
給
付
が
債
務
者
の
財
産
に
流
入
し
た
場
合
の
規
律
は
、
民
法
三
〇
四
条
の
物
上
代
位
と
、
弁
済
さ
れ
る
前
に
権

利
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
限
り
で）（（
（

、
―
―
偶
然
に
も）（（
（

―
―
平
仄
が
と
れ
て
い
る
と
の
評
価
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

取
戻
権
者
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
区
別
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
ま
た
な
り
た
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
目
の
問
い
は
、
無
権
限
な
い
し
不
当
な
譲
渡
と
、
有
権
限
な
い
し
正
当
な
譲
渡
の
関
係
で
あ
る
。
無
権
限
譲
渡
の
事
例
に
代

償
的
取
戻
権
が
適
用
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
。
し
か
し
、
譲
渡
人
が
目
的
物
の
譲
渡
に
つ
き
権
限
を
有
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

場
合

に
も
同
条
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
明
文
上
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
所
有
権
移
転
型
担
保
の
物
上
代
位
の

と
こ
ろ
で
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
販
売
委
託
を
受
け
た
問
屋
が
委
託
品
の
販
売
に
よ
り
取
得
し
た
反
対
給

付
債
権
に
つ
き
代
償
的
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
と
の
関
係
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
個
別
執
行
と
包
括
執
行
の
不
均
衡
が
問
題
と
な
る
。
あ
る
目
的
物
が
債
務
者
以
外
の
者
に
属
す
る
場
合
、
債
務
者
が
破

産
し
た
際
に
は
、
当
該
目
的
物
の
担
い
手
は
取
戻
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
、
そ
う
し
た
目
的
物
が
債
権
者
に

よ
っ
て
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
第
三
者
異
議
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
で
強
制
執
行
の
不
許
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
だ
と
し
た
ら
、
取
戻
権
の
目
的
物
の
代
位
物
に
つ
い
て
「
代
償
的
」
取
戻
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
、

当
該
代
位
物
が
債
権
者
に
よ
っ
て
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
い
わ
ば
「
代
償
的
『
第
三
者
異
議
の
訴
え
』」
が
認
め
ら
れ
て

し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
強
制
執
行
法
と
倒
産
法
が
責
任
法
の
レ
ベ
ル
で
共
通
の
性
格
を
有
し
て
い
る
の
な
ら
、「
倒
産
（
包
括
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執
行
）
隔
離
」
だ
け
で
は
な
く
、「（
個
別
）
執
行
隔
離
」
を
も
承
認
し
な
い
と
、
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
民
事
執
行
法
に
は
対
応
規
定
が
存
し
な
い
。

　

最
後
に
、
取
戻
権
と
別
除
権
の
処
遇
の
均
衡
が
問
題
と
な
る
。
取
戻
権
者
に
代
償
的
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
こ
れ
と
同

様
に
、
別
除
権
者
に
も
代
位
物
に
対
す
る
「
代
償
的
『
別
除
権
』」
の
行
使
を
許
容
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
は
、
所
有
権

移
転
担
保
の
代
位
物
に
対
す
る
優
先
権
を
考
え
る
際
に
、
担
保
的
構
成
を
と
る
者
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
に
な
る
。
し
か
し
、
や

は
り
こ
れ
を
認
め
る
明
文
の
規
定
は
な
い
。

　

２　

代
償
的
取
戻
権
の
系
譜
と
比
較

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
規
定
に
は
、
不
十
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
や
な
お
検
討
す
べ
き
課
題
が
少
な
く
な
い
。
旧
破
産
法
（
大

正
一
一
年
〔
一
九
二
二
年
〕）
の
九
一
条
に
つ
き
、
改
正
破
産
法
理
由
は
、「
本
条
ハ
所
謂
代
償
的
取
戻
権
ニ
付
規
定
ス
」
と
し
て
い

る
）
（（
（

。
資
料
に
は
こ
れ
以
上
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、「
所
謂
」
代
償
的
な
い
し
賠
償
的
取
戻
権
に
関
す
る
当
時
の
代
表
的
な
文

献
を
み
る
と
、
そ
こ
で
は
同
権
利
の
理
解
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
法
学
の
影
響
が
非
常
に
つ
よ
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る）（（
（

。
ま
た
、
齋
藤
常

三
郎
は
、
正
当
に
も
、
旧
破
産
法
九
一
条
を
、
ド
イ
ツ
旧
破
産
法
（
Ｋ
Ｏ
〔
一
八
九
八
年
〕）
の
四
六
条
と
「
同
一
の
範
囲
」
で
、

「
代
償
的
取
戻
権
な
い
し
賠
償
的
取
戻
権
（Ersatzaussonderungsrecht

）」
を
認
め
た
も
の
と
分
析
し
て
い
る）（（
（

。
以
下
に
条
文
を
掲

げ
て
お
こ
う
。
Ｋ
Ｏ
四
六
条
が
二
つ
の
ル
ー
ル
を
、
項
で
は
な
く
文
で
区
別
し
、
改
行
を
設
け
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
旧
破
産
法

九
一
条
は
両
ル
ー
ル
を
項
の
レ
ベ
ル
で
分
け
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

Ｋ
Ｏ
四
六
条　

破
産
者
が
破
産
手
続
の
開
始
前
に
、
破
産
財
団
か
ら
取
戻
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
目
的
物
を
譲
渡
し
、
ま
た

は
、
破
産
管
財
人
が
破
産
手
続
の
開
始
後
に
、
そ
の
よ
う
な
譲
渡
を
お
こ
な
っ
た
場
合
に
は
、
取
戻
権
者
は
、
未
履
行
の
と
き
に
は
、
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反
対
給
付
に
対
す
る
権
利
の
譲
渡
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
対
給
付
が
、
破
産
手
続
の
開
始
後
に
破
産
財
団
に
組
み
入
れ
ら
れ

た
と
き
に
は
、
取
戻
権
者
は
財
団
か
ら
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

旧
破
産
法
九
一
条
一
項 　

破
産
者
カ
破
産
宣
告
前
取
戻
権
ノ
目
的
タ
ル
財
産
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
取
戻
権
者
ハ
反
対
給
付
ノ
請

求
権
ノ
移
転
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
破
産
管
財
人
カ
取
戻
権
ノ
目
的
タ
ル
財
産
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
場
合
亦
同
シ

　

二
項　

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
破
産
管
財
人
カ
反
対
給
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
取
戻
権
者
ハ
破
産
管
財
人
カ
反
対
給
付
ト
シ
テ
受
ケ
タ
ル
財

産
ノ
給
付
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　

日
本
法
は
こ
の
旧
破
産
法
九
一
条
を
、
新
破
産
法
（
平
成
一
六
年
〔
二
〇
〇
四
年
〕）
に
お
い
て
も
、
実
質
的
な
内
容
を
修
正
す
る

こ
と
な
く
維
持
し
て
い
る
（
破
六
四
条
））

（（
（

。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
倒
産
法
制
を
全
面
改
正
し
、
単
一
手
続
型
を
採
用
し
た
新
倒

産
法
（InsO

〔
一
九
九
四
年
〕）
を
制
定
し
た
際
に
、
Ｋ
Ｏ
四
六
条
を
大
幅
に
修
正
し
た
。
そ
の
後
も
は
げ
し
い
議
論
が
継
続
し
て
い

る
）
（（
（

。
ま
ず
、
改
正
後
の
条
文
を
み
て
お
こ
う
。

InsO

四
八
条　

債
務
者
が
倒
産
手
続
の
開
始
前
に
、
倒
産
財
団
か
ら
取
戻
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
目
的
物
を
無
権
限
で
譲
渡

し
、
ま
た
は
、
倒
産
管
財
人
が
倒
産
手
続
の
開
始
後
に
、
無
権
限
で
そ
の
よ
う
な
譲
渡
を
お
こ
な
っ
た
場
合
に
は
、
取
戻
権
者
は
、

未
履
行
の
と
き
に
は
、
反
対
給
付
に
対
す
る
権
利
の
譲
渡
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
対
給
付
が
、
倒
産
財
団
に
お
い
て
識
別
可

能
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
取
戻
権
者
は
財
団
か
ら
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

InsO

四
八
条
は
、
識
別
可
能
性
の
要
件
を
明
文
化
す
る
（
二
文
〔„sow

eit sie in der M
asse unterscheidbar vorhanden 

ist

“〕）
と
と
も
に
、
第
一
と
第
二
の
問
題
を
立
法
上
解
決
し
た
。
第
一
の
問
題
、
倒
産
前
の
譲
渡
と
倒
産
後
の
譲
渡
に
お
け
る
処
遇
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の
不
均
衡
に
つ
い
て
は
、
倒
産
前
に
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
取
戻
権
を
行
使
で
き
た
は
ず
の
者
は
、
未
回
収
の
反
対
給
付
債

権
の
み
な
ら
ず
、
倒
産
前
に
債
務
者
が
回
収
を
終
え
て
い
た
給
付
物
の
取
戻
し
を
も
、
識
別
可
能
で
あ
る
限
り
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
改
正
し
て
い
る
（
二
文
）。
倒
産
前
譲
渡
類
型
の
目
的
物
の
範
囲
を
、
倒
産
後
譲
渡
類
型
の
そ
れ
に
合
わ
せ
て
拡
張
0

0

す
る
こ

と
で
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
拡
張
は
、「
代
位
の
思
想
か
ら
（vom

 Surrogations

gedanken her
）」）

（（
（

正
当
化
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
の
著
名
な
論
文）（（
（

の
主
張
を
と
り
い
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
旧
法
の
評
価
矛
盾
を
解
消
す
る
に
は
、
こ
の
方
法
が
唯
一
の
途
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
政
府
草
案
の
段
階
で
は
、

む
し
ろ
ま
っ
た
く
反
対
に
、
代
償
的
取
戻
権
を
制
限
0

0

す
る
方
向
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
よ
う
提
案
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
同
草
案

に
よ
れ
ば
、
代
償
的
取
戻
権
は
、
倒
産
前
の
譲
渡
の
場
合
に
は
、
未
履
行
の
反
対
給
付
の
債
権
を
含
め
て
い
っ
さ
い
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
場
合
に
は
、
取
戻
し
を
請
求
で
き
た
は
ず
の
者
は
、
一
般
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
や
不
当
利
得
返
還
請
求
権
し

か
有
し
て
い
な
い
か
ら
、
他
の
債
権
者
よ
り
も
優
遇
す
る
に
あ
た
ら
な
い
。
代
償
的
取
戻
権
の
適
用
は
、
倒
産
管
財
人
が
譲
渡
し
た

事
例
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
現
在
の
通
説
は
、
む
し
ろ
政
府
草
案
の
解
決
の
ほ
う
が
正
当
で

あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る）（（
（

。
第
二
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
異
論）（（
（

が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
通
説
に
し

た
が
い
、
処
分
は
あ
く
ま
で
「
無
権
限
（unberechtigt
）」（
一
文
）
の
も
の
に
限
ら
れ
る
と
明
文
で
規
定
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
も
こ
れ
ま
で
散
発
的
に
し
か
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
い
ち
お

う
否
定
説
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
近
時
、
こ
の
問
題
を
詳
細
に
分
析
・
検
討
し
、
限
定

肯
定
説
の
立
場
か
ら
条
文
解
釈
上
の
細
か
な
詰
め
に
ま
で
配
慮
し
た
ク
ー
ン
の
論
文
が
登
場
し
て
い
る）（（
（

。

　

最
後
の
問
い
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
古
く
か
ら
判
例
学
説
上
、
代
償
的
取
戻
権
規
定
の
別
除
権
に
対
す
る
類
推
適
用
が
認
め

ら
れ
て
き
た
（「
代
償
的
別
除
権
（Ersatzabsonderung

）」）。
そ
こ
で
、
政
府
草
案
は
「
代
償
的
取
戻
権
の
ケ
ー
ス
と
パ
ラ
レ
ル
に
」

こ
の
権
利
の
策
定
を
企
図
し
た）（（
（

が
、
成
案
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
削
除
の
理
由
は
編
集
上
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
理
由
書
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で
は
、
代
償
的
別
除
権
を
排
除
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
む
し
ろ
旧
法
と
同
様
に
こ
の
権
利
を
承
認
す
る
こ
と
が
、「
実
用
的
な
解
決

の
途
」
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
て
い
た）（（
（

。
は
た
し
て
現
在
で
も
、
判
例
通
説
は
代
償
的
別
除
権
の
法
形
象
を
肯
定
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
債
務
者
が
譲
渡
担
保
の
目
的
動
産
を
有
効
に
善
意
の
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
や
、
債
権
譲
渡
担
保
の
譲
渡
人
が
授
権
が
な
い

の
に
譲
渡
し
た
債
権
を
取
り
立
て
た
と
こ
ろ
、
債
務
者
が
善
意
で
あ
っ
た
た
め
弁
済
が
有
効
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
適
用
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

齋
藤
の
論
文
、
竹
下
＝
野
村
の
注
釈
は
、
公
刊
時
期
の
関
係
上
、
新
倒
産
法
の
展
開
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ

ん
参
酌
で
き
て
い
な（（
（

いａ）。
し
か
し
な
が
ら
、
両
法
の
関
係
性
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
の
動
向
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は
、
少

な
く
と
も
問
題
の
発
見
に
と
っ
て
有
用
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に
日
本
で
十
分
な
検
討
が

な
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
ま
だ
立
ち
入
っ
た
議
論

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
第
二
の
問
題
、
譲
渡
の
無
権
限
性
の
要
否
を
除
い
て
、
問
題
そ
れ
自
体
が
ま
だ
き
ち
ん
と

共
有
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。

　

３　

本
稿
の
課
題
、
方
法
お
よ
び
視
点

　

代
償
的
取
戻
権
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
あ
ま
り
関
心
が
も
た
れ
て
い
な
い
。
裁
判
例
が
非
常
に
少
な
い）（（
（

の
も
、
こ
の
こ
と
を
裏

書
き
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
以
上
の
ご
く
簡
単
な
叙
述
か
ら
で
も
、
こ
の
権
利
が
理
論
上
も
実
際
上
も
重
要
な
意
義
を

有
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
な
お
基
本
的
な
問
題
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で

は
、
代
償
的
取
戻
権
の
諸
問
題
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
の
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
と
く
に
論
じ
ら
れ
る
こ

と
の
少
な
か
っ
た
、
代
償
的
取
戻
権
の
性
格
、
趣
旨
お
よ
び
構
造
の
解
明
に
限
定
さ
れ
る
。
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
を
中
心
と
す
る

そ
の
余
の
問
い
の
解
決
は
、
続
稿
に
委
ね
る
こ
と
に
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
本
稿
は
、
代
償
的
取
戻
権
の
基
礎
理
論
に
相
当
す
る
問
題



44

法学研究 86 巻 8 号（2013：8）

を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、
本
稿
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
も
参
照
す
る
。
た
し
か
に
、
一
般
論
と
し
て

は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
日
本
法
の
解
釈
論
に
も
ち
こ
む
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
み
た
よ

う
に
、
日
本
の
規
定
と
解
釈
は
、
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
法
学
と
つ
よ
い
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
た
め
、
か
の
地
の
議
論
を
同
じ
レ
ベ

ル
で
参
照
し
な
い
と
、
そ
も
そ
も
問
題
の
構
造
や
主
張
の
意
味
が
う
ま
く
読
み
取
れ
な
い
。
当
面
の
問
題
と
の
関
係
で
は
、
わ
れ
わ

れ
は
意
識
せ
ず
と
も
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
土
俵
の
う
え
に
た
っ
て
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

続
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
他
の
問
題
、
と
り
わ
け
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
に
つ
い
て
は
私
法
体
系
の
基
礎
と
す
る
評
価
が

日
本
と
ド
イ
ツ
で
は
大
き
く
異
な
る
た
め
、
ド
イ
ツ
の
議
論
枠
組
み
や
個
々
の
解
決
を
日
本
に
直
接
持
ち
込
む
の
は
適
切
で
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
課
題
、
す
な
わ
ち
基
礎
理
論
の
部
分
に
関
し
て
は
、
問
い
の
あ
り
方
が
基
本
的
に
共
通

し
て
い
る
。
両
国
の
論
証
そ
れ
自
体
の
説
得
力
を
、
対
等
に
評
価
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
場
合
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
論
の
考
察
の
際
に
は
お
も
に
、
一
般
実
体
法
お
よ
び
そ
の
原
理
と
の
関
係
、
代
位
物
を
求
め
る
「
債
権
的
」
請
求
権
に
「
取
戻

権
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
、
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
を
く
わ
え
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
代
位
物
に
対
し
て
「
優

先
権
」
を
付
与
す
る
物
上
代
位
と
の
異
同
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
代
償
的
取
戻
権
の
研
究
だ
け
で
は
な
く
、

責
任
財
産
論
、
物
権
債
権
峻
別
論
お
よ
び
代
位
論
に
関
す
る
研
究
の
動
向
に
も
注
意
を
払
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

三　

権
利
の
性
質
論
―
―
代
償
的
「
取
戻
権
」
な
の
か

　

１　

議
論
状
況

　

冒
頭
の
事
例
で
は
、
所
有
者
は
自
己
の
物
を
無
権
限
で
譲
渡
し
た
者
に
対
し
て
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
や
不
法
行
為
に
よ
る
損
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害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
。
そ
の
後
、
譲
渡
人
が
破
産
し
た
場
合
、
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
所
有
者
は
破
産
債
権
者
と
し
て
処
遇
さ

れ
る
（
破
二
条
五
号
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
本
来
取
戻
権
を
行
使
で
き
た
は
ず
の
者
が
害
さ
れ
る
。
他
方
で
、
破
産
手
続
開

始
後
に
、
破
産
管
財
人
が
取
戻
権
の
目
的
物
を
譲
渡
し
た
場
合
、
明
文
が
な
け
れ
ば
、
取
戻
権
者
は
、
破
産
財
団
に
よ
る
不
当
利
得

（
破
一
四
八
条
一
項
五
号
）
や
破
産
管
財
人
に
よ
る
不
法
行
為
（
同
四
号
）
に
よ
り
生
じ
た
請
求
権
を
、
財
団
債
権
と
し
て
行
使
す
る

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
財
団
債
権
で
あ
っ
て
も
取
戻
権
者
の
保
護
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

財
団
債
権
は
取
戻
権
の
よ
う
に
法
定
財
団
か
ら
隔
離
さ
れ
た
財
産
を
独
占
的
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
う
え
、
右

掲
の
財
団
債
権
は
共
益
性
の
つ
よ
い
破
産
法
一
四
八
条
一
項
一
号
、
二
号
の
費
用
請
求
権
に
も
劣
後
す
る
と
こ
ろ
、
財
団
不
足
の
際

に
は
残
存
部
分
か
ら
、
他
の
財
団
債
権
者
と
債
権
額
の
割
合
に
応
じ
た
平
等
弁
済
し
か
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
破

一
五
二
条
二
項
）。
そ
こ
で
、
法
は
代
償
的
な
「
取
戻
権
」
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
同
権
利
を
取
戻
権
と
し
て
解
釈
す

る
こ
と
に
、
わ
が
国
で
異
論
を
唱
え
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い）（（
（

。

　

ド
イ
ツ
で
も
旧
破
産
法
時
代
に
す
で
に
、
Ｋ
Ｏ
四
六
条
に
つ
き
こ
う
し
た
取
戻
権
的
解
釈
が
一
般
に
な
っ
て
い
た）（（
（

。
こ
の
解
釈
は

現
行
倒
産
法
の
も
と
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
は
自
明
で
は
な
か
っ
た
。
Ｋ
Ｏ
四
六
条

が
「
取
戻
権
（A

ussonderung

）」
の
章
に
配
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
位
物
を
求
め
る
権
利
が
、「
取
戻
権
」
で
あ
る
か

ど
う
か
が
争
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
学
説
の
状
況
は
「
雑
多
」）

（（
（

で
あ
っ
た
が
、
権
利
の
性
質
に
着
目
す
れ
ば
、
財
団
債
権
説
、
取

戻
権
説
、
独
自
の
（sui generis

）
権
利
説
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う）（（
（

。

　

財
団
債
権
説
に
は
と
く
に
最
初
期
の
段
階
で
支
持
者
が
み
ら
れ
た）（（
（

。
代
表
的
論
者
で
あ
る
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト）（（
（

に
よ
れ
ば
、「
Ｋ
Ｏ
四

六
条
か
ら
生
じ
る
請
求
権
は
Ｋ
Ｏ
五
九
条
三
号
［
財
団
の
不
当
利
得
に
よ
り
生
じ
た
請
求
権
］
の
意
味
で
の
財
産
債
権
で
あ
る
。
こ
の

請
求
権
が
取
戻
請
求
権
の
代
わ
り
に
生
じ
た
と
い
う
事
情
は
、
同
請
求
権
を
他
の
不
当
利
得
請
求
権
と
異
な
っ
て
取
り
扱
う
根
拠
に

は
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
こ
の
財
団
債
務
は
他
の
財
団
債
務
に
対
し
て
優
先
す
る
も
の
で
は
な
い
」。
破
産
者
や
破
産
管
財
人
の
譲
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渡
に
か
か
る
未
回
収
の
反
対
給
付
債
権
の
譲
渡
を
求
め
る
権
利
も
、
破
産
管
財
人
が
取
り
立
て
た
給
付
物
の
譲
渡
を
求
め
る
権
利
も
、

い
ず
れ
も
財
団
債
権
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
取
戻
権
説
に
よ
れ
ば
、
Ｋ
Ｏ
四
六
条
が
定
め
る
右
の
権
利
は
、「
取
戻
権
」
で
あ
る
と
性
格
規
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
取
戻
権
を
喪
失
し
た
者
は
、
破
産
債
権
者
は
も
ち
ろ
ん
、
財
団
債
権
者
と
の
競
合
に
も
晒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
独
占
的
に
所
定

の
権
利
ま
た
は
物
の
譲
渡
を
破
産
管
財
人
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ）（（
（

か
ら
、
ホ
ー
ホ
ム
ー
ト）（（
（

を
経
由
し
て
、
グ
ン

ト
ラ
ハ）（（
（

に
い
た
る
ま
で
、
Ｋ
Ｏ
四
六
条
に
つ
き
根
本
的
な
考
察
を
お
こ
な
っ
た
者
の
う
ち
の
多
く
は
、
取
戻
権
説
に
与
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
代
表
的
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
も
、
取
戻
権
構
成
が
支
配
的
な
見
解
で

あ
っ
た）（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
独
自
の
（sui generis

）
権
利
説
は
、
名
称
か
ら
わ
か
る
と
お
り
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。「
独
自
」
の
捉
え
方

に
よ
っ
て
様
々
に
分
か
れ
る）（（
（

。
こ
こ
で
は
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
と
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
に
聞
こ
う）（（
（

。
か
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
Ｋ
Ｏ
四
六
条
の
権

利
は
取
戻
権
で
は
な
い
が
、
し
か
し
取
戻
権
と
同
じ
よ
う
に
、
財
団
債
権
に
も
優
先
し
て
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
特
殊

な
代
償
請
求
権
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
取
戻
権
説
の
評
価
を
正
当
と
み
つ
つ
も
、
取
戻
権
と
し
て
の
性
質
決
定
を
拒
絶
す
る
点
に

特
徴
が
あ
る
。

　

以
上
の
見
解
は
、
い
ず
れ
も
Ｋ
Ｏ
四
六
条
に
基
づ
く
権
利
の
性
質
を
一
元
的
に
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
権
利
の
性
質
を

一
文
と
二
文
で
区
別
し
て
解
釈
す
る
二
元
説
も
、
と
く
に
初
期
の
段
階
で
有
力
な
学
者
か
ら
主
張
さ
れ
た）（（
（

。
か
れ
ら
は
、
未
回
収
の

反
対
給
付
債
権
（
一
文
類
型
）
に
つ
い
て
は
取
戻
権
説
に
与
す
る
一
方
で
、
回
収
さ
れ
た
給
付
物
（
二
文
類
型
）
を
求
め
る
請
求
権

は
財
団
債
権
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
財
団
債
権
と
さ
れ
る
の
は
二
文
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
破
産
手
続
開
始
前
に
、
反
対
給
付
債
権
が
回
収
さ
れ
た
と
き
に
は
、
取
戻
権
者
は
破
産
債
権
者
と
し
て
処

遇
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
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日
本
で
も
、
破
産
法
草
案
か
ら
旧
破
産
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
松
岡
義
正
が
ド
イ
ツ
の
学
説
を
検
討
し
な
が
ら
、
財
団

債
権
説
を
主
張
し
て
い
た
の
が
注
目
に
値
す
る）（（
（

。
他
方
で
、
同
じ
時
期
に
、
加
藤
正
治
は
、
取
戻
権
者
は
「
財
団
債
権
者
」
と
し
て

給
付
を
請
求
で
き
る
と
し
つ
つ
、
そ
の
「
意
味
」
は
財
団
不
足
の
と
き
で
も
他
の
財
団
債
権
者
に
分
配
す
る
必
要
は
な
く
、「
其
反

対
給
付
ヲ
独
リ
完
全
ニ
請
求
シ
得
」
る
点
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
た）（（
（

。
名
目
を
捨
象
す
れ
ば
、「
独
自
の
権
利
説
」
に
た
つ
も
の
と

評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
旧
破
産
法
の
施
行
後
に
は
、
取
戻
権
説
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
そ
も
そ
も
論
点
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
齋
藤
が
戦
中
に
こ
の
問
題
と
取
り
組
み
、
お
お
む
ね
ホ
ー
ホ
ム
ー
ト
に
よ
り
つ
つ
取
戻
権
説
を
支

持
し
た
際
に
、
検
討
の
対
象
と
し
た
の
は
す
べ
て
ド
イ
ツ
の
学
説
で
あ
っ
た）（（
（

。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
も
日
本
で
も
、
今
日
で
は
こ

う
し
た
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
自
体
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
問
題
が
立
法
史
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

問
題
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
立
法
史
を
概
観
・
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

２　

権
利
の
性
質
に
関
す
る
立
法
史

　

プ
ロ
イ
セ
ン
破
産
法
は
、
代
償
的
取
戻
権
に
相
当
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
複
数
の
規
定
を
設
け
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
構
造
は

い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
同
法
は
、
破
産
前
の
譲
渡
で
あ
る
か
破
産
後
の
譲
渡
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
未
回
収
の
反
対
給
付
債

権
に
つ
い
て
は„V

indikationsansprüche

“, 

す
な
わ
ち
取
戻
権
を
認
め
る
（
二
三
条
〔
破
産
前
の
譲
渡
〕、
二
八
条
〔
破
産
後
の
譲

渡
〕）
が
、
破
産
後
に
こ
れ
が
回
収
さ
れ
た
と
き
に
は
給
付
物
を
求
め
る
請
求
権
は
財
団
債
権
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
（
四
四
条
））

（（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
破
産
手
続
の
開
始
前
に
債
務
者
が
反
対
給
付
債
権
を
回
収
し
て
い
た
と
き
に
、
給
付
物
を
求
め
る
請
求
権
を
財
団

債
権
と
す
る
規
定
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
取
戻
権
構
成
は
Ｋ
Ｏ
四
六
条
、
日
本
旧
破
産
法
九
一
条
、
現
行
破
産
法
六
四
条
の
一
文

な
い
し
一
項
類
型
、
財
団
債
権
構
成
は
そ
れ
ら
の
二
文
な
い
し
二
項
類
型
に
ぴ
っ
た
り
と
対
応
す
る
。
異
な
る
の
は
、
各
類
型
別
に
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権
利
の
性
質
が
異
な
る
と
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
日
本
の
破
産
法
草
案
（
明
治
三
五
年
〔
一
九
〇
二
年
〕）
の
七
七
条
も
プ
ロ
イ
セ
ン

法
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
破
産
手
続
の
開
始
前
に
反
対
給
付
債
権
を
回
収
し
て
い
た
と

き
に
も
、
取
戻
権
者
は
財
団
債
権
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る）（（
（

。

　

以
上
に
対
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
破
産
法
の
諸
規
定
を
参
考
に
し
つ
つ
作
ら
れ
た
一
八
七
七
年
破
産
法
三
八
条
、
そ
し
て
同
条
を
そ

の
ま
ま
受
け
継
い
だ
Ｋ
Ｏ
四
六
条
は
、
同
法
と
は
異
な
る
道
を
歩
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
両
規
定
は
「
取
戻
権
（A

ussonderung

）」

の
章
に
配
さ
れ
、
一
文
と
二
文
の
配
列
こ
そ
、
反
対
給
付
債
権
と
そ
の
給
付
物
の
区
別
に
し
た
が
う
も
の
の
、
両
者
の
権
利
の
性
格

は
等
質
で
あ
る
。
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
破
産
前
の
譲
渡
と
破
産
後
の
譲
渡
を
区
別
し
、
前
者
の
場
合
に
は
債
務
者
が
手
続
開

始
前
に
反
対
給
付
債
権
を
回
収
し
て
い
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
規
律
を
お
か
ず
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
取
戻
権
者
は
破
産
債
権
者
と
し

て
処
遇
さ
れ
る
と
し
て
い
た）（（
（

。
日
本
の
旧
破
産
法
九
一
条
、
現
行
破
産
法
六
四
条
の
テ
ク
ス
ト
が
、
こ
れ
ら
と
同
一
内
容
で
あ
る
こ

と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る）（（
（

。

　

他
方
で
、InsO

四
八
条
は
、
倒
産
管
財
人
が
譲
渡
し
た
場
合
と
同
様
に
、
取
戻
権
者
は
、
倒
産
手
続
開
始
前
に
債
務
者
が
回
収

し
た
給
付
物
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
識
別
可
能
で
あ
る
限
り
、
そ
の
引
渡
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
条

は
、
反
対
給
付
債
権
の
回
収
の
有
無
で
権
利
の
性
質
を
区
別
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
代
位
物
の
範
囲
に
つ
き
倒
産
前
の
譲
渡
と
倒
産

後
の
譲
渡
の
区
別
を
消
滅
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
完
全
な
一
元
化
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

３　

財
団
債
権
説
と
二
元
説
に
対
す
る
批
判

　

以
上
の
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
た
、
一
見
す
る
と
奇
妙
な
二
元
説
に
も
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
未
回
収
の
反
対
給
付
債
権
と
回
収
さ
れ
た
給
付
物
で
取
扱
い
を
区
別
し
、
前
者
を
求
め
る
権
利
は
取
戻
権
で
あ
る
が
、

後
者
は
財
団
債
権
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
破
産
法
の
伝
統
に
し
た
が
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
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れ
が
Ｋ
Ｏ
四
六
条
の
解
釈
と
し
て
正
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
批
判
者
は
こ
の
点
に
つ
き
、
一
八
七
七
年
破
産
法

に
関
す
る
第
二
草
案
理
由
書
の
記
述
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る）（（
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
破
産
法
の
区
別
は
相
当
で
な
く
、

「
す
べ
て
の
事
例
は
同
一
の
性
格
を
有
す
る
」）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
一
文
と
二
文
は
統
一
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

で
は
、
財
団
債
権
説
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の
解
釈
は
、
一
見
す
る
と
理
由
書
の
内
容
に
沿
っ
た
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
手
続
開
始
後
に
取
戻
権
の
目
的
物
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、「
一
般
法
原
則
に
基
づ
き
生
じ
た
償
還
義
務
は
財
団
債

権
で
あ
る
。
財
団
が
法
上
の
原
因
な
く
利
得
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
し
、
手
続
開
始
前
の
譲
渡
の
際
に
も
、
債
務
者
が
破
産
前
に
反

対
給
付
を
回
収
し
て
い
た
と
き
を
除
い
て
、「
同
一
の
権
利
」
を
与
え
た
と
い
う
記
述
が
あ
る）（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
理
由

書
に
は
取
戻
権
説
に
有
利
な
テ
ク
ス
ト
も
み
ら
れ
る
。「
衡
平
は
こ
こ
で
も
［
破
産
後
の
譲
渡
だ
け
で
な
く
破
産
前
の
譲
渡
で
も
］
売
得

金
に
対
す
る
債
権
が
取
戻
権
者
に
帰
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
」、「［
い
ず
れ
の
場
合
も
］
取
戻
請
求
権
の
代
償
と
し

て
、
こ
の
章
［「
取
戻
権
」
の
章
］
に
属
す
る
」）

（（
（

。
要
す
る
に
、
理
由
書
の
記
述
は
二
元
説
に
は
不
利
な
資
料
と
な
る
も
の
の
、
一
元

説
の
内
部
、
す
な
わ
ち
財
団
債
権
説
か
、
取
戻
権
説
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
叙
述
に
明
確
を
欠
い
て
い
る）（（
（

。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
理
由
書
の
記
述
を
離
れ
て
も
、
二
元
説
を
解
釈
論
と
し
て
維
持
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
未
回
収
の
反
対

給
付
債
権
と
そ
の
給
付
物
の
処
遇
は
、
一
つ
の
法
条
に
規
定
さ
れ
、
明
文
上
そ
の
性
質
に
差
異
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

ま
た
、
全
部
に
せ
よ
一
部
に
せ
よ
、
取
戻
権
者
の
請
求
権
を
財
団
債
権
と
み
る
立
場
は
、
規
定
を
「
取
戻
権
」
の
章
に
配
し
て
い
る

法
典
の
構
成
と
う
ま
く
整
合
し
な
い）（（
（

。
さ
ら
に
、
取
戻
権
と
し
て
の
性
質
は
、
請
求
権
の
目
的
が
た
ん
な
る
損
害
賠
償
・
価
格
賠
償

で
は
な
く
、
未
回
収
の
反
対
給
付
債
権
や
識
別
可
能
な
給
付
物
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る）（（
（

。
そ
の
う

え
、
一
元
的
財
団
債
権
説
に
対
し
て
は
、
債
務
者
が
破
産
前
に
目
的
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
取
戻
権
者
が
有
す
る
請
求
権
を
財

団
債
権
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
法
律
は
財
団
債
権
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
債
権
を
限

定
列
挙
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
当
面
の
規
定
が
、
財
団
債
権
で
あ
る
こ
と
を
明
示
せ
ず
に
独
立
の
財
団
債
権
を
創
設
し
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た
と
み
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
説
の
解
釈
を
支
え
る
に
は
、
財
団
債
権
の
関
連
規
定
を
手
掛
か
り
と
す
る
ほ
か
な

い
。
問
題
と
な
り
そ
う
な
の
は
、
破
産
管
財
人
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
請
求
権
や
破
産
財
団
に
よ
る
不
当
利
得
に
基
づ
き
生
じ
た
請

求
権
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
い
ず
れ
も
、
破
産
手
続
開
始
後
に
生
じ
た
請
求
権
を
捕
捉
す
る
も
の
で
あ
り
、

手
続
開
始
前
に
請
求
権
が
発
生
し
た
場
合
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
は
こ
の
場
合
に

生
じ
た
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
も
財
団
債
権
と
み
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
述
の
理
由
書
の
記
述
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

支
持
で
き
な
い）（（
（

。

　

財
団
債
権
説
と
二
元
説
に
対
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
取
戻
権
説
の
基
本
的
な
根
拠
と
な
る
の
は
次

の
点
で
あ
ろ
う）（（
（

。
理
由
書
の
文
言
に
は
揺
れ
が
あ
る
が
、
同
条
の
目
的
が
、
原
目
的
物
の
所
有
者
の
保
護
を
完
全
な
も
の
と
す
る
点

に
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
財
団
債
権
に
よ
る
保
護
を
与
え
た
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
財
団
不
足
の
際
に

は
、
代
位
物
が
他
の
財
団
債
権
者
の
摑
取
に
晒
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
立
法
目
的
を
実
現
す
る
に
は
、
侵
奪
さ
れ
た
権
利
と

同
一
の
強
度
を
も
っ
た
権
利
、
す
な
わ
ち
取
戻
権
を
所
有
者
に
付
与
す
る
の
が
最
良
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
議
論
を
み
る
と
、
日
本
に
お
い
て
、
旧
破
産
法
の
施
行
後
に
こ
の
よ
う
な
争
い
が
生
じ
な
か
っ
た
理
由
が
よ
く
わ
か
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
改
正
破
産
法
理
由
は
旧
破
産
法
九
一
条
に
つ
き
明
確
に
、「
所
謂
代
償
的
取
戻
権
」
を
規
定
し
た
と
説
明
し）（（
（

、

政
府
委
員
池
田
寅
二
郎
は
「
詰
リ
物
若
シ
ク
ハ
其
物
ヨ
リ
代
ッ
テ
出
テ
参
リ
マ
シ
タ
権
利
ナ
リ
、
物
ナ
リ
ヲ
引
取
ル
ト
云
ウ
事
ヲ
以

テ
、
取
戻
ノ
目
的
ヲ
ナ
ル
ベ
ク
達
セ
シ
メ
ヤ
ウ
ト
云
フ
趣
意
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
同
規
定
が
実
質
改
正
な
く

現
行
破
産
法
六
四
条
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
法
の
解
釈
論
に
お
い

て
、
取
戻
権
説
が
前
提
と
さ
れ
て
き
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
。
破
産
法
草
案
期
に
は
異
論
を
唱
え
て
い
た
加
藤
正
治
が
、

旧
破
産
法
施
行
後
に
は
取
戻
権
説
に
し
た
が
っ
て
解
説
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う）（（
（

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
現
行

倒
産
法
の
理
由
書
も
、InsO

四
八
条
に
つ
き
、
Ｋ
Ｏ
四
六
条
と
同
じ
よ
う
に
代
償
的
「
取
戻
権
」
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
明
言
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し
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
倒
産
前
に
債
務
者
が
反
対
給
付
を
回
収
し
て
い
た
場
合
に
同
権
利
を
拡
張
す
る
文
脈
で
、「
代
位

思
想
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
旧
破
産
法
下
で
取
戻
権
説
が
す
で
に
定
説
に
ち
か
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
捨
象
し
た
と
し

て
も
、
今
日
の
学
説
が
取
戻
権
説
に
異
論
を
さ
し
は
さ
ん
で
い
な
い
の
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

４　

独
自
の
権
利
説
の
問
題
意
識

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
残
さ
れ
た
学
説
、
独
自
の
権
利
説
を
検
討
す
る
必
要
は
も
は
や
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
こ

の
学
説
自
体
は
、「
正
当
ニ
ア
ラ
ス
蓋
シ
斯
カ
ル
見
解
ハ
法
律
上
何
等
ノ
根
拠
ナ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
」）

（（
（

と
し
て
一
蹴
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
意
識

0

0

0

0

は
、
現
代
に
お
い
て
も
一
考
に
値
す
る
。
取
戻
権
者
の
請
求
権
は
財
団
債
権
者
よ
り
も
優
先
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
取
戻
権
」
と
性
格
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
結
論
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
際

に
懸
念
さ
れ
て
い
た
の
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、「
取
戻
権
」
の
構
造
と
関
連
す
る
。
冒
頭
の
事
例
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
原
目
的
物
の
所
有

者
は
譲
渡
人
に
対
し
て
、
反
対
給
付
債
権
の
移
転
を
求
め
る
債
権
的
請
求
権
し
か
有
し
て
い
な
い
。
一
般
の
取
戻
権
は
、
典
型
的
に

は
、
所
有
者
が
、
法
定
財
団
に
属
さ
な
い
所
有
物
を
返
還
請
求
す
る
場
合
に
問
題
と
な
る
。
た
し
か
に
、
債
権
的
請
求
権
も
一
般
の

取
戻
権
の
基
礎
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
建
物
の
転
貸
借
の
際
に
転
借
人
が
破
産
し
た
場
合
に
は
、
転
貸
人
も
、
転
貸
借

終
了
に
か
か
る
「
債
権
的
」
返
還
請
求
権
に
基
づ
き
、
建
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
建
物
が
転
借
人
に

属
し
て
い
な
い

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。「『
人
的
権
利
に
基
づ
く
』
取
戻
請
求
権
の
根
拠
は
、
取
り
戻
さ
る
べ
き
目
的
物
が
取
戻
権
者
に
属
し

て
い
る
点
に
で
は
な
く
、
財
団
に
属
さ
な
い
目
的
物
を
、
倒
産
債
権
者
の
摑
取
か
ら
防
御
す
る
権
利
が
こ
の
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
あ
る
」）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
破
産
者
に
属
す
る
財
産
の
交
付
を
求
め
る
債
権
的
請
求
権
は
、
破
産
債
権
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
破
産
の
前
に
破
産
者
か
ら
物
を
購
入
し
た
者
は
、
目
的
物
の
引
渡
請
求
権
を
破
産
債
権
と
し
て
行
使
す
る
ほ
か
な
い
。
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こ
の
こ
と
を
表
現
す
る
の
に
、「
債
権
的
請
求
権
」
に
も
、H

erausgabeanspruch

（
取
戻
請
求
権
）
と
、V

erschaffungsan

spruch

（
交
付
請
求
権
）
の
二
種）（（
（

が
あ
り
、
前
者
に
は
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
が
、
後
者
は
破
産
債
権
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
説

く
の
が
一
般
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
当
面
の
事
例
に
つ
い
て
み
る
と
、
取
戻
権
者
の
請
求
権
の
対
象
で
あ
る
反
対
給
付
債
権
は
、
あ
く
ま
で
破
産
者
に
属
し
て

い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
取
戻
権
者
は
、
た
し
か
に
当
該
債
権
の
譲
渡
を
求
め
る
債
権
的
請
求
権
を
有
し
て
い
る
が
、
し
か
し
右

の
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
同
権
利
は
交
付
請
求
権
で
あ
り
、
こ
れ
を
取
戻
権
の
基
礎
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
債
権

譲
渡
」
を
求
め
る
「
取
戻
権
」
な
る
も
の
が
語
義
矛
盾
で
あ
る
。「
取
戻
請
求
権
は
、
け
っ
し
て
債
権
譲
渡
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で

は
な
い
」）

（（
（

。
と
い
う
の
は
、
取
戻
し
が
問
題
と
な
る
の
は
、
債
権
が
破
産
者
に
属
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
取
戻
権
者
へ
の
債
権

譲
渡
0

0

が
観
念
し
え
な
い
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
識
別
可
能
性
の
要
件
と
か
か
わ
る）（（
（

。
取
戻
権
者
が
も
つ
代
位
物
に
対
す
る
請
求
権
を
取
戻
権
と
法
性
決
定
す
る

な
ら
、
取
戻
権
の
原
則
が
適
用
さ
れ
、
対
象
の
識
別
可
能
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
救
済
の
範
囲
が
狭

く
な
っ
て
し
ま
う
。
反
対
給
付
債
権
は
通
常
金
銭
債
権
で
あ
る
と
こ
ろ
、
破
産
管
財
人
が
こ
れ
を
回
収
し
た
場
合
に
は
、
取
戻
権
者

は
、
識
別
可
能
性
の
喪
失
に
よ
っ
て
た
い
て
い
は
所
定
の
請
求
を
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は

な
ん
の
た
め
に
破
産
後
に
回
収
さ
れ
た
反
対
給
付
に
つ
き
、
取
戻
権
者
の
権
利
を
認
め
た
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。

　

以
上
の
う
ち
、
ま
ず
後
者
の
問
題
か
ら
検
討
し
よ
う
。
取
戻
権
と
し
て
の
法
性
決
定
は
識
別
可
能
性
の
要
件
と
結
び
つ
き
不
当
で

あ
る
、
と
い
う
批
判
は
妥
当
で
な
い）（（
（

。
Ｋ
Ｏ
六
四
条
の
も
と
で
も
す
で
に
、「
識
別
可
能
性
」
は
記
述
さ
れ
な
い
構
成
要
件
と
し
て

判
例
通
説
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、InsO
四
八
条
は
こ
の
要
件
を
明
文
化
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

識
別
可
能
性
の
要
件
が
、
少
な
く
と
も
規
定
の
適
用
領
域
を
、
過
渡
に
制
約
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
要
件
を
杓
子
定
規
に
適
用
す
る
と
、
取
戻
権
者
の
救
済
の
範
囲
は
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
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題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
―
―
対
象
が
特
定
性
を
失
っ
た
場
合
に
も
優
先
権
を
認
め
る
と
こ
ろ
ま
で
い
く
か
ど
う
か）（（
（

は
と
も
か
く

―
―
識
別
可
能
性
の
緩
和
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う）（（
（

。
こ
の
方
向
で
検
討
し
て
い
く
ほ
う
が
、
一
足
飛
び
に
明
文
に
な
い
独
自

の
権
利
を
作
り
出
し
、
識
別
可
能
性
の
排
除
か
ら
出
発
す
る
よ
り
は
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
取
戻
権
は
「
破
産
者
に
属
さ
な
い
」
財
産
に
し
か
問
題
と
な
ら
な

い
、
と
い
う
前
提
自
体
が
誤
っ
て
い
る
と
反
論
す
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
前
提
が
通
用
す
る
の
は
通
常
の
ケ
ー
ス
の
取
戻
権
に
と
ど

ま
る
。
し
か
し
、
日
独
の
相
違
を
含
め
て
あ
と
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
利
益
状
況
が
類
似
し
て
い
る
、
問
屋
が
破
産
し
た
場
合
の
委

託
者
の
保
護
（
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
九
二
条
二
項
）
の
ほ
か
、
運
送
中
の
物
品
に
対
す
る
売
主
の
取
戻
権
（
Ｋ
Ｏ
四
四
条
〔
現
行
倒
産
法
で
は
削

除
〕）、
信
託
と
の
関
連
で
は
、「
破
産
者
に
属
す
る
」
財
産
に
つ
い
て
も
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
破
産

財
団
に
所
属
す
る
財
産
を
求
め
る
請
求
権
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
取
戻
権
の
性
格
が
否
定
さ
れ
る
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

５　
「
取
戻
権
」
構
成
の
意
義
と
構
造

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
取
戻
権
」
説
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
さ
き
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
、
代
償
的
取
戻

権
は
、「
一
般
の
」
取
戻
権
と
は
、
伝
統
的
な
考
え
方
に
立
つ
限
り
―
―
そ
の
意
味
は
後
述
―
―
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

構
造
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
の
取
戻
権
は
、
一
般
実
体
法
上
破
産
者
に
「
属
し
な
い
」
財
産
を
求
め
る
物
的
ま
た
は

人
的
な
請
求
権
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
償
的
取
戻
権
が
基
礎
と
す
る
の
は
、
破
産
者
に
所
属
す
る
財
産
の

交
付
を
求
め
る
債
権
的
請
求
権
で
あ
る
。
同
権
利
は
、「『
債
権
』
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
に
も
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に
、『
所
有

権
』
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
に
準
じ
た
法
的
保
護
」）

（（
（

を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
性
は
「
単
純
な
交
付
請
求
権
を
取
戻
権
に

強
化
す
る
」）

（（
（

点
に
あ
る
。
既
述
の
批
判
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
未
回
収
の
反
対
給
付
債
権
に
つ
き
、
取
戻
権
者
は
、
代
償
的
「
取
戻

権
」
の
行
使
と
し
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
「
譲
渡
」
―
―
破
産
者
の
財
産
に
属
す
る

0

0

0

こ
と
を
前
提
と
す
る
―
―
を
求
め
る
こ
と
が
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で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
特
徴
的
な
構
造
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。
以
上
の
意
味
で
、
代
償
的
取
戻
権
は
一

般
に
、「
ル
ー
ル
に
反
す
る
」）

（（
（

取
戻
権
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、
代
償
的
取
戻
権
は
「
取
戻
権
の
代
償
（A

ussonderungsersatz

）」
で
は
な
く
、「
真
正
な
（
代

償
的
）
取
戻
権
（w

ahre (Ersatz)A
ussonderung

）」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
独
自
の
権
利
説
に
は
、

取
戻
権
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
趣
旨
で
、
前
者
の
呼
称
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し

て
、
日
本
で
は
、
こ
の
種
の
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
影
響
を
受
け
て
、
取
戻
権
説
に
た

ち
つ
つ
も
「
取
戻
権
の
代
償
」
の
名
称
を
与
え
る
こ
と
に
共
感
を
示
す
も
の）（（
（

が
あ
る
一
方
、
取
戻
権
説
の
立
場
か
ら
「
取
戻
権
ノ
賠0

償0

」
で
は
な
く
「
賠
償
取
戻
権

0

0

0

」
で
あ
る
こ
と
を
と
く
に
強
調
す
る
も
の）（（
（

が
あ
る
。
問
題
は
、「
真
正
な
」
取
戻
権
と
い
う
言
葉
に

込
め
ら
れ
た
意
味
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
も
こ
の
点
は
錯
綜
し
て
い
る
が
、
文
脈
を
踏
ま
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　

一
つ
は
、
代
償
的
取
戻
権
の
目
的
で
あ
る
反
対
給
付
債
権
お
よ
び
そ
の
給
付
物
は
、
財
団
不
足
の
際
に
も
、
財
団
債
権
者
の
摑
取

に
服
す
る
こ
と
な
く
、
取
戻
権
者
が
独
占
的
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
場
合
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
は
効
果
に

着
目
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
う
一
つ
は
、
要
件
と
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
代
償
的
取
戻
権
は
「
真
正
な
取
戻
権
」
で
あ
る
以

上
、
目
的
物
が
個
別
に
特
定
さ
れ
て
お
り
、
識
別
可
能
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
使
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
真
正
な
」
取
戻
権
と
い
う
の
な
ら
、
一
般
の
取
戻
権
が
す
で
に
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、「
特
別
の
」
取
戻

権
と
し
て
の
代
償
的
取
戻
権
は
不
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
を
提
起
す
る
も
の
が
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
あ
と
で
詳
し
く
述

べ
る
よ
う
に
、
代
償
的
取
戻
権
の
場
合
に
は
「
物
上
代
位
」
と
は
異
な
り
、
一
般
の
取
戻
権
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
同
権
利
は
ま
さ

に
「
特
別
の
」
取
戻
権
と
し
て
作
用
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
構
造
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
取
戻
権
説
で
あ
っ
て
も
、「
真
正
な
」
取

戻
権
性
を
強
調
す
る
の
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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他
方
で
、
取
戻
権
説
か
ら
も
、
規
定
の
趣
旨
を
説
明
す
る
場
合
に
、
取
戻
権
の
代
償
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
蓋
し
其
の
反
対
給
付
は
取
戻
権
の
代
償
を
な
す
か
ら
で
あ
る
」）

（（
（

、
と
い
っ
た
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。

四　

代
償
的
取
戻
権
と
一
般
実
体
法
上
の
請
求
権

　

１　

議
論
状
況

　

日
本
で
は
現
在
、
代
償
的
取
戻
権
の
法
的
性
質
に
つ
き
議
論
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
が
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

鈴
木
重
勝）（（（
（

の
分
析
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
鈴
木
に
よ
れ
ば
、
代
償
的
取
戻
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
法
が
特
別
に

認
め
た
権
利
」
で
あ
る
と
み
る
見
解
と
、「
既
存
の
権
利
を
強
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
み
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
し
か

し
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
前
説
が
支
持
さ
れ
る
と
思
う
」。
と
い
う
の
は
、
同
権
利
が
な
け
れ
ば
、
反
対
給
付
債
権
や
そ
の
給
付

物
を
直
接
取
戻
権
者
に
移
転
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
鈴
木
に
よ
れ
ば
、
同
権
利
は
「
既
存

の
実
体
権
に
基
づ
く
一
般
的
な
取
戻
権
と
は
異
な
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
羽
田
忠
義
は
、
よ
り
明
確
に
、
代
償

的
取
戻
権
は
「
取
戻
権
者
に
反
対
給
付
請
求
権
の
移
転
、
ま
た
は
反
対
給
付
と
し
て
破
産
管
財
人
が
受
け
た
財
産
の
給
付
を
請
求
す

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
破
産
法
上
と
く
に
創
設
さ
れ
た
権
利
」「
給
付
請
求
権
」）

（（（
（

で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
鈴
木
が
反
対
説
と
し
て
挙
げ
て
い
る
竹
下
＝
野
村
に
よ
れ
ば
、「
本
条
は
新
た
な
権
利
を
創
造
し
た
の
で
は
な

く
、
取
戻
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
既
存
の
権
利
を
強
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」）

（（（
（

。
直
接
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
全
体
の

引
用
文
献
か
ら
は
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
の
通
説
に
し
た
が
っ
た
記
述
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
／
レ
ン
ト
に
よ
る

と
、「
Ｋ
Ｏ
四
六
条
は
、
請
求
権
の
創
造
0

0

を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
0

0

、
も
っ
ぱ
ら
請
求
権
を
強
化
0

0

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」）

（（（
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
野
村
が
単
独
執
筆
し
た
新
倒
産
法
の
注
釈
で
は
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
こ
の
学
説
が
正
し
い
、
と
い
う
よ
う
に
表
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現
が
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。
新
た
な
権
利
を
創
造
し
た
「
と
い
う
よ
り
は
」、
既
存
の
権
利
を
強
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

竹
下
＝
野
村
は
改
版
の
際
に
、
反
対
説
と
し
て
鈴
木
説
を
引
く
一
方
で
、
自
説
に
し
た
が
う
も
の
と
し
て
、
西
澤
宗
英
の
見
解
を

挙
げ
て
い
る
。
西
澤
に
よ
る
と
、
こ
の
取
戻
権
は
「
特
別
の
取
戻
権
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
権
利
を
強
化
し
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
」）

（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
こ
の
問
題
に
つ
き
論
究
し
た
原
強
は
、
鈴
木
説
に
与
し
、「
既
存
の
取
戻
権
か
ら
た
だ
ち
に
導

か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
原
理
的
に
は
法
に
よ
っ
て
特
別
に
認
め
ら
れ
た
取
戻
権
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）（（（
（

。

　

こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、「
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
実
践
的
な
違
い
は
な
い
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る）（（（
（

。
実
際
、
こ
の
問

題
を
論
点
化
し
た
鈴
木
自
身
、「
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
決
め
る
実
益
は
あ
ま
り
な
い
」
と
し
て
い
た）（（（
（

。
そ
の
理
由
は
、
竹
下
＝
野
村

説
に
い
う
「
権
利
強
化
」
自
体
も
、
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
齋
藤
が
は
っ
き
り
と
、

代
償
的
取
戻
権
は
「
反
対
給
付
移
転
請
求
権
…
…
を
取
戻
権
と
し
て
強
化
し
且
之
を
保
護
し
た
も
の
」
と
書
い
て
い
る）（（（
（

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
齋
藤
説
が
一
般
に
鈴
木
説
と
同
一
内
容
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
も）（（（
（

、
両
説
の
境
界
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
認
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
認
識
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
議
論
に
お
い
て
は
、
竹
下
＝
野
村
が
当
初
ド
イ
ツ
か
ら
引
き
継
い
だ

問
題
関
心
が
、
違
っ
た
か
た
ち
で
ゆ
が
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
が
区
別
さ
れ
ず
に
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

う
つ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
議
論
の
実
益
を
疑
わ
し
め
、
ま
た
、
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
態
度
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

２　

問
い
の
二
つ
の
レ
ベ
ル

　

ま
ず
、
代
償
的
取
戻
権
が
、
法
が
特
別
に
創
設
し
た
権
利
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
異
論
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
で
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に
述
べ
た
と
お
り
、
代
償
的
取
戻
権
は
取
戻
権
者
に
、
一
般
実
体
法
上
は
破
産
者
に
「
属
す
る
」
と
み
ら
れ
る
財
産
に
つ
き
、
そ
の

「
取
戻
し
」
を
求
め
る
権
利
を
認
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
般
の
取
戻
権
の
原
則
か
ら
み
れ
ば
、「
法
が
特
別
に
認
め
た
権
利
」

と
い
う
べ
き
で
あ
る
し
、
取
戻
権
者
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
原
目
的
物
上
の
取
戻
権
を
「
強
化
」
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
す
る
と
、
両
説
の
争
い
は
見
方
の
違
い
に
還
元
さ
れ
、
そ
の
優
劣
を
論
じ
る
実
益
は
、
た
し
か
に
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

  

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
、「
創
造
」
や
「
強
化
」
の
意
味
に
あ
る
。
次
の
よ
う
に
問
い
を
立
て
て
み
よ
う
。
代
償
的
取
戻
権
の

要
件
と
し
て
、
反
対
給
付
債
権
の
移
転
や
反
対
給
付
と
し
て
履
行
さ
れ
た
財
産
の
給
付
を
求
め
る
、
民
法
・
商
法
な
ど
の
一
般
実
体

法
上
の
請
求
権
の
存
在
が
求
め
ら
れ
る
か
。
こ
の
問
い
を
肯
定
す
る
な
ら
、
代
償
的
取
戻
権
の
規
定
は
そ
う
し
た
「
既
存
の
請
求

権
」
に
取
戻
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
「
強
化
」
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
償
的

取
戻
権
の
規
定
そ
れ
自
体
が
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
代
位
物
の
移
転
を
求
め
る
「
請
求
権
」
を
「
創
造
」
し
、
そ
れ
と
と
も
に
こ
れ
に

取
戻
権
限
を
付
与
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
も
ま
た
な
り
た
ち
う
る
。
後
者
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
代
償
的
取
戻
権
の
規
定
に
対
応
す

る
、
反
対
給
付
債
権
や
そ
の
給
付
物
の
移
転
を
求
め
る
一
般
実
体
法
上
の
請
求
権
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
索
・
確
定
す
る
必
要
は
な

く
な
る
。
他
方
で
、
前
者
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
一
般
実
体
法
上
の
請
求
権
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
る
。
問
い
を
こ
の
よ
う
に
定
式
化

す
る
な
ら
ば
、
強
化
説
と
創
造
説
は
相
い
れ
な
い
。
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
し
て
す
ま
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
で
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　

３　

請
求
権
強
化
説
の
根
拠
づ
け

　

こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
旧
破
産
法
時
代）（（（
（

か
ら
現
行
倒
産
法）（（（
（

に
い
た
る
ま
で
、
代
償
的
取
戻
権
の
規
定
は
、
既
存
の
請

求
権
を
強
化
し
た
も
の
（„A

nspruchsverstärker

“）
で
あ
る
と
み
る
立
場
が
支
配
的
で
あ
る
。
既
存
の
請
求
権
と
は
、„bürger

lichrechtliche A
nsprüche

“ 

を
中
心
と
す
る „m

ateriellrechtliche A
nsprüche

“、
一
般
実
体
法
上
の
請
求
権
の
こ
と
で
あ
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る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
か
つ
て
は
異
論
を
提
起
す
る
も
の
が
い
た）（（（
（

。
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ）（（（
（

に
よ
れ
ば
、
も
し
代
償
的
取
戻
権
が
既
存
の
請
求

権
を
強
化
し
た
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
立
法
者
は
、
他
人
物
の
譲
渡
が
民
法
上
、
反
対
給
付
に
対
す
る
請
求
権
を
根
拠
づ
け
る
範
囲
0

0

で0

、
そ
の
返
還
を
請
求
で
き
る
と
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
代
償
的

取
戻
権
の
規
定
は
、
既
存
の
請
求
権
が
破
産
法
上
ど
う
処
遇
さ
れ
る
か
だ
け
で
は
な
く
、
請
求
権
そ
れ
自
体
が
い
つ
、
ど
の
範
囲
で

生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
。
こ
の
限
り
で
、
代
償
的
取
戻
権
は
、
一
般
の
取
戻
権
と
は
異
な
る
と
い
う
。
こ
の
ヘ
ル

ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
論
文
は
、
一
九
〇
〇
年
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
当
時
に
お
い
て
は
物
が
無
権
限
で
処
分
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
所
有
者
の
保
護
の
あ
り
方
が
、
各
法
領
域

に
お
い
て
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
普
通
法
に
お
い
て
も
学
説
の
対
立
が
み
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る）（（（
（

。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

代
償
的
取
戻
権
の
規
定
が
、
全
法
領
域
に
通
用
す
る
統
一
的
な
規
律
と
し
て
、
無
権
限
譲
渡
人
が
破
産
し
た
場
合
に
お
い
て
所
有
者

の
た
め
に
、
民
法
上
の
請
求
権
の
存
否
や
範
囲
を
問
わ
ず
、
反
対
給
付
債
権
の
譲
渡
と
そ
の
給
付
物
の
移
転
を
他
の
債
権
者
に
優
先

し
て
求
め
る
独
立
の
請
求
権
を
創
造
し
た
と
解
す
る
こ
と
に
も
、
一
定
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
ド
イ

ツ
民
法
典
の
施
行
後
に
は
妥
当
し
な
い）（（（
（

。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
六
条
一
項
が
、
他
人
物
の
無
権
限
処
分
に
つ
き
、
所
有
者
に
明
文
で
統
一
的

な
保
護
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
六
条
一
項　

無
権
利
者
が
目
的
物
の
処
分
を
お
こ
な
い
、
そ
の
処
分
が
権
利
者
に
対
し
て
有
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
無
権
利

者
は
、
処
分
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
を
権
利
者
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。
処
分
が
無
償
で
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
処
分
に
よ
っ
て

法
上
の
利
益
を
直
接
受
け
て
い
る
者
が
、
同
一
の
義
務
を
負
う
。
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請
求
権
強
化
説
の
根
拠
と
し
て
は
ま
ず
、
一
八
七
七
年
破
産
法
に
関
す
る
第
二
草
案
理
由
書
の
二
つ
の
フ
レ
ー
ズ
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る）（（（
（

。
ひ
と
つ
は
す
で
に
み
た
も
の
で
あ
り
、
破
産
管
財
人
が
取
戻
権
の
目
的
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
つ
き
、「
破
産
財
団
に
属
し

て
い
な
か
っ
た
物
が
も
は
や
返
還
で
き
な
い
場
合
に
は
、
請
求
権
は
他
の
方
法
で
破
産
財
団
か
ら
満
足
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
法
原
則
に
基
づ
き
生
じ
た
償
還
義
務
は
財
団
債
権
で
あ
る
。
財
団
が
法
上
の
原
因
な
く
利
得
し
た
か
ら
で
あ
る
」）

（（（
（

と
し
て
い
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
財
団
債
権
説
に
有
利
な
資
料
で
あ
る
が
、
当
面
の
問
題
と
の
関
連
で
は
、
こ
こ
で
「
請
求
権
」「
一
般
法
原
則
に

基
づ
き
生
じ
た
償
還
義
務
」
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
破
産
者
が
手
続
開
始
前
に
反
対
給
付
を

回
収
し
て
い
た
場
合
の
規
律
で
あ
る
。「
こ
の
場
合
に
は
、
反
対
給
付
に
対
す
る
償
還
債
権
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

債
権
は
破
産
債
権
に
と
ど
ま
る
」）

（（（
（

。
取
戻
権
が
拒
絶
さ
れ
た
と
き
に
は
破
産
債
権
と
し
て
の
償
還
債
権
を
行
使
す
る
ほ
か
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
一
般
実
体
法
上
の
請
求
権
の
存
在
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
行
倒
産
法
の

理
由
書
の
記
述
は
明
確
を
欠
く
が
、InsO
四
八
条
は
Ｋ
Ｏ
四
六
条
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る）（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
の
改
正
破
産
法
理
由
は
、
一
般
実
体
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
と
く
に
触
れ
て
い
な
い）（（（
（

。

　

も
っ
と
も
、
請
求
権
創
造
説
が
支
持
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
が
理
由
書
の
記
述
と
整
合
し
な
い
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の

決
定
的
な
根
拠
と
み
ら
れ
る
の
は
、〝
二
重
の
特
権
論
〟
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
次
の
議
論
で
あ
る）（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
一
般
実
体
法
が
私
人

に
請
求
権
を
付
与
し
て
い
な
い
の
は
、
問
題
と
な
る
利
益
を
保
護
に
値
し
な
い
と
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

債
務
者
が
倒
産
し
た
場
合
に
、
倒
産
法
が
こ
れ
を
請
求
権
に
格
上
げ
し
、
あ
ま
つ
さ
え

0

0

0

0

0

同
請
求
権
に
取
戻
権
限
を
付
与
し
て
一
般
実

体
法
上
の
請
求
権
を
有
す
る
他
の
債
権
者
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
な
ら
ば
、
当
該
私
人
だ
け
を
特
権
的
に
取
り
扱
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
公
平
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
強
化
」
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
倒
産
法
は
、

債
権
者
が
倒
産
の
外
で
は
有
し
な
い
請
求
権
を
創
造
す
る
も
の
で
は
な
い
。
存
在
し
な
い
請
求
権
は
、InsO

四
八
条
に
よ
っ
て

『
強
化
』
で
き
な
い
の
で
あ
る
」）

（（（
（

。
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日
本
で
は
か
つ
て
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
争
い
を
正
確
に
理
解
し
つ
つ
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
六
条
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、

代
償
的
取
戻
権
は
「
破
産
法
上
直
接
ニ
法
律
ノ
規
定
ニ
依
リ
之
ヲ
創
設
シ
タ
ル
特
殊
ノ
取
戻
権
ナ
リ
ト
解
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
」
と
の

見
解
が
あ
っ
た）（（（
（

。
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
六
条
の
ケ
ー
ス
に
関
す
る
直
接
の
明
文
は
な
く
と
も
、
他
人
物
の
無
権
限
処
分
の
場
合
に

民
法
七
〇
三
条
・
七
〇
四
条
に
よ
っ
て
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
成
立
し
う
る
こ
と
に
つ
き
争
い
は
な
い
。
逆
に
、
そ
う
し
た
請
求

権
が
存
し
な
い
場
合
に
、
破
産
法
が
独
自
に
取
戻
請
求
権
を
生
じ
さ
せ
る
の
な
ら
ば
、
右
に
み
た
批
判
に
晒
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

４　

請
求
権
強
化
説
が
提
起
す
る
問
題

　

こ
の
よ
う
に
、
代
償
的
取
戻
権
の
性
格
を
既
存
の
請
求
権
の
強
化
と
み
る
と
、
代
償
的
取
戻
権
に
対
応
す
る
一
般
実
体
法
上
の
請

求
権
を
探
索
・
確
定
す
る
こ
と
が
重
要
な
作
業
に
な
る
。

　

第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
請
求
権
の
発
生
原
因
で
あ
る
。
他
人
物
の
無
権
限
処
分
か
ら
生
じ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ

Ｂ
八
一
六
条
一
項
の
場
合
）
が
、
代
償
的
取
戻
権
の
基
礎
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
条
二
項
の

ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
無
権
限
者
が
他
人
の
債
権
を
取
り
立
て
た
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
ど
の
よ
う
な
発
生

原
因
が
考
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る）（（（
（

。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
の
現
行
倒
産
法
の
明
文

と
異
な
り
、
有
権
限
譲
渡
の
際
に
も
代
償
的
取
戻
権
を
認
め
る
立
場
に
と
っ
て
は
、
こ
の
問
い
は
重
要
に
な
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て

は
そ
も
そ
も
代
位
物
の
移
転
を
求
め
る
債
権
的
請
求
権
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
、
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
請
求
権
の
範

囲
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
で
は
、
返
還
義
務
の
対
象
に
つ
い
て
不
当
利
得
法
学
で
は
げ
し

く
争
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
償
的
取
戻
権
に
関
す
る
学
説
で
は
こ
の
議
論
を
と
く
に
参
酌
す
る
こ
と
な
く
、
条
文
の
文

言
ど
お
り
「
反
対
給
付
」
が
目
的
物
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
請
求
権
強
化
説
か
ら
出
発
す
る
の
な
ら
、
民
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法
上
の
返
還
義
務
の
対
象
の
議
論
に
も
目
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
三
に
、
処
分
の
有
効
性
と
請
求
権
の
関

係
が
問
題
と
な
る
。
他
人
の
物
の
処
分
が
所
有
者
に
対
し
て
効
力
を
有
さ
ず
、
所
有
者
が
第
三
者
に
所
有
物
を
返
還
請
求
で
き
る
場

合
に
、
所
有
者
は
無
権
限
処
分
者
に
対
し
て
不
当
利
得
返
還
請
求
な
し
う
る
か
。
追
認
の
可
否
と
そ
の
方
法
が
問
題
と
な
る
。
こ
の

問
題
は
、
代
償
的
取
戻
権
論
の
側
か
ら
も
議
論
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
し
か
し
、
請
求
権
強
化
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
に
、
不
当
利

得
法
学
に
お
け
る
検
討）（（（
（

を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
実
体
法
上
、
そ
も
そ
も
無
権
限
処
分
者
に
対
す
る
請
求
権

が
発
生
し
な
い
の
な
ら
ば
、
代
償
的
取
戻
権
に
よ
っ
て
強
化
す
べ
き
対
象
が
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

他
方
に
お
い
て
、
一
般
実
体
法
上
の
請
求
権
が
認
め
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
当
然
に
取
戻
権
限
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で

は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
代
償
的
取
戻
権
規
定
は
、
倒
産
法
上
の
評
価
に
照
ら
し
て
、
取
戻
権
限
を
付
与
す
べ
き
範
囲
を
、「
よ
り
狭
く
」

限
定
し
て
い
る）（（（
（

。
た
と
え
ば
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
、
目
的
物
の
識
別
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
で
も
、
価
値
賠
償
を
求
め
る

請
求
権
と
し
て
存
続
し
う
る
が
、
倒
産
法
の
見
地
か
ら
は
、
こ
の
場
合
に
は
代
償
的
取
戻
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
み
ら
れ

て
い
る）（（（
（

。

五　

代
償
的
取
戻
権
に
基
づ
く
優
先
権

　

１　

代
位
物
に
対
す
る
優
先
権
の
付
与

　

代
償
的
取
戻
権
は
、
取
戻
権
者
に
代
位
物
に
対
す
る
「
優
先
権
」
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
じ
く
代
位
物
に
優

先
権
を
付
与
す
る
物
上
代
位
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
う
る
。
日
本
の
倒
産
法
学
に
お
い
て
は
、
代
償
的
取
戻
権
の
発
想
の
源
と
し

て
「
物
上
代
位
」
を
挙
げ
る
も
の
が
み
ら
れ
る）（（（
（

が
、
一
般
論
と
し
て
、
物
上
代
位
と
代
償
的
取
戻
権
の
性
質
や
構
造
の
違
い
に
言
及

さ
れ
る
の
は
ま
れ
で
あ
る）（（（
（

。
他
方
、
ド
イ
ツ
の
倒
産
法
学
で
は
、
代
償
的
取
戻
権
の
解
説
の
際
に
、
物
上
代
位
と
の
関
係
に
触
れ
る
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の
が
通
常
で
あ
る
。
か
の
地
で
も
、
代
償
的
取
戻
権
に
つ
き
「
物
上
代
位
（dingliche Surrogation

）
の
方
法
で
」
と
い
う
も
の
が

あ
る）（（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
ま
っ
た
く
支
持
を
え
て
い
な
い）（（（
（

。
代
償
的
取
戻
権
は
、
む
し
ろ
物
上
代
位
が
適
用
さ
れ
な
い
局
面
で

生
じ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
は
、
代
位
論
お
よ
び
そ
の
視
点
に
基
づ
く
代
償
的
取
戻
権
研
究
が
ま
だ
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
、
と

い
う
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
般
に
、
物
上
代
位
の
研
究
の
際
に
は
、
そ
の
対
概
念
と
し
て
「
債
務
法
的

（
ま
た
は
債
権
債
務
関
係
的
）
代
位
（schuldrechtliche (oder obligatorische) Surrogation

）」
が
想
定
さ
れ
て
き
た）（（（
（

。
代
償
的
取
戻

権
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
物
上
代
位
に
関
す
る
諸
規
定
が
多
種
多
様
で
あ
る
た
め

に
、
物
上
代
位
の
概
念
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
す
べ
て
に
通
用
す
る
統
一
的
な
内
容
は
み
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
異
質
な

も
の
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
、
諸
規
定
を
構
造
と
原
理
の
観
点
か
ら
整
序
し
て
い
く
作
業
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）（（（
（

。

日
本
で
も
、
物
上
代
位
論
の
文
脈
で
、
代
償
的
取
戻
権
と
の
関
係
に
つ
き
立
ち
入
っ
て
分
析
す
る
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
く
わ
え
て
、

担
保
物
権
の
物
上
代
位
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
た
め
、
私
法
全
体
、
た
と
え
ば
財
産
分
離
や
信
託
財
産
の
物
上
代
位
な
ど
を
視
野

に
入
れ
た
総
合
的
な
検
討
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い）（（（
（

。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
概
念
構
成
は
、
と

く
に
制
定
法
の
状
況
の
相
違
に
応
じ
て
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
う
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
あ
る
べ
き
物
上
代
位
の
包
括
的
な
概
念
規
定
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
本
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
必
要

な
要
素
を
抜
き
出
し
て
、
こ
れ
を
起
点
に
分
析
を
お
こ
な
う
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
物
上
代
位
は
一
般
に
、
原
目
的
物
上

の
帰
属
割
当
を
、
代
位
物
上
に
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
、
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
先
取
特
権
や
抵
当
権
は
そ
の
目
的
物
の
代
位
物
に

つ
い
て
も
「
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」、
と
の
民
法
三
〇
四
条
、
三
七
二
条
の
規
定
も
こ
れ
に
対
応
す
る
。
代
位
物
は
直
接
先
取

特
権
、
抵
当
権
の
負
担
に
帰
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
当
面
の
問
題
に
つ
き
、
物
上
代
位
が
適
用
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ

う
か
。
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冒
頭
の
事
例
で
は
、
他
人
物
の
無
権
限
譲
渡
の
ケ
ー
ス
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
一
般
的
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
譲
渡

に
よ
り
生
じ
た
反
対
給
付
債
権
は
譲
渡
人
に
帰
属
す
る
。
所
有
者
は
当
該
債
権
を
―
―
対
象
な
い
し
範
囲
の
問
題
は
こ
こ
で
は
お
く

―
―
不
当
利
得
と
し
て
譲
渡
人
に
対
し
て
返
還
請
求
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
債
権
の
担
い
手
は
あ
く
ま
で
譲
渡
人
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
も
し
こ
こ
で
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
反
対
給
付
債
権
は
譲
渡
人
で
は
な
く
、
所
有
者
に
直
接
帰
属
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
原
目
的
物
は
所
有
者
に
全
面
的
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
帰
属
割
当
状
態

が
、
物
上
代
位
に
よ
っ
て
、
代
位
物
で
あ
る
反
対
給
付
債
権
上
に
引
き
継
が
れ
る
。
そ
の
結
果
、
所
有
者
が
当
該
債
権
の
担
い
手
に

な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る）（（（
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
見
方
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
わ
く
か
も
し
れ
な
い
。
所
有
者
が
債
権
者
に
な
る
と
み
る
の
は
お
か
し

い
。
民
法
三
〇
四
条
、
三
七
二
条
に
よ
れ
ば
、
先
取
特
権
者
、
抵
当
権
者
は
、
債
務
者
に
属
す
る
債
権
上
に
自
己
の
担
保
権
を
行
使

で
き
る
に
と
ど
ま
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
疑
問
は
、
代
位
の
基
本
と
な
る
権
利
が
担
保
物
権
、
す
な
わ
ち
「
他

物
権
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
場
合
に
は
、
担
保
物
権
者
が
債
権
の
担
い
手
に
な
る
と
い
う
の
は
不

当
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
る
と
し
た
ら
、
代
位
権
者
が
原
目
的
物
上
に
有
し
て
い
た
よ
り
も
過
大
な
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
全
面
的
な
支
配
権
で
あ
る
所
有
権
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
民

法
三
〇
四
条
、
三
七
二
条
か
ら
も
読
み
取
れ
る
、
物
上
代
位
は
原
目
的
物
上
の
帰
属
割
当
を
代
位
物
上
に
継
続
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
理
解
を
首
尾
一
貫
さ
せ
る
な
ら
ば
、
所
有
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
は
、
代
位
目
的
債
権
の
帰
属
を
、
原
目
的
物
に
お
け
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
全
面
的
に
所
有
者
に
割
り
当
て
る
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
所
有
者
が
債
権
上
に
他

物
権
型
の
優
先
権
し
か
有
し
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
過
小
な
保
護
を
正
当
化
す
る
特
別
な
理
由
が
必
要
に
な
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
所
有
者
が
債
権
者
に
な
る
、
と
い
う
解
釈
は
、
原
目
的
物
上
の
権
利
と
同
一
の
性
格
の
権
利
―
―
過
大

で
も
過
小
で
も
な
い
―
―
を
代
位
物
上
に
維
持
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
民
法
三
〇
四
条
、
三
七
二
条
の
物
上
代
位
と
同
一
の
基
礎
か
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ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ（（（
（

るａ）。

　

さ
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
物
上
代
位
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
譲
渡
人
が
破
産
し
た
と
き
に
は
、
所
有
者
は
反
対
給

付
債
権
に
つ
き
、「
ル
ー
ル
に
合
し
た
」
取
戻
権
、
つ
ま
り
一
般
の
取
戻
権
を
有
す
る
。
当
該
債
権
は
破
産
者
に
属
し
て
い
な
い

0

0

0

か

ら
で
あ
る
。
所
有
者
は
反
対
給
付
債
権
を
譲
受
人
に
対
し
て
直
接
、
債
権
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
破
産
手
続
と
は
無
関
係
に
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
債
権
者
と
の
競
合
は
、
帰
属
割
当
の
変
更
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
的
な
見

方
に
た
つ
場
合
に
は
こ
の
こ
と
は
妥
当
し
な
い
。
反
対
給
付
債
権
の
担
い
手
は
譲
渡
人
で
あ
る
か
ら
、
譲
渡
人
が
破
産
し
た
と
き
に

は
、
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
当
該
債
権
は
譲
渡
人
の
法
定
財
団
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
を

破
っ
て
所
有
者
に
特
別
な

0

0

0

取
戻
権
を
付
与
し
た
の
が
、
代
償
的
取
戻
権
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、「
物
上
代
位
の
ケ
ー
ス
で
は
、
代
償
的
取
戻
権
で
は
な
く
、InsO

四
七
条
に
よ
る
取
戻
権
［
一
般
の
取
戻
権
］

が
生
じ
る
」）

（（（
（

。
反
対
か
ら
い
え
ば
、「
物
上
代
位
の
一
般
原
理
を
知
ら
な
い
か
ら
」）

（（（
（

代
償
的
取
戻
権
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

２　

優
先
権
付
与
の
構
造
Ⅰ
―
―
物
権
的
帰
属
と
責
任
的
帰
属

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
代
位
物
に
対
し
て
「
優
先
権
」
を
付
与
す
る
手
法
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
構
造
を
分
析
す
る
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、「
帰
属
」
の
概
念
に
つ
き
、「
物
権
的
帰
属
（dingliche Zuordnung

）」
と
「
責
任
的

帰
属
（H

aftungszuordnung

）」
の
区
分）（（（
（

を
導
入
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
に
「
物
権
的
」

に
帰
属
す
る
財
産
、
債
務
者
の
所
有
権
や
債
務
者
が
担
い
手
で
あ
る
債
権
は
、
原
則
と
し
て
「
責
任
的
」
に
も
債
務
者
に
帰
属
し
、

債
務
者
の
責
任
財
産
に
組
み
込
ま
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
あ
る
財
産
の
交
付
を
求
め
る
権
利
を
有
し

て
い
た
と
し
て
も
、
当
該
財
産
が
債
務
者
に
物
権
的
に
帰
属
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
財
産
は
債
務
者
の
責
任
財
産
に
帰
属
す
る
。
こ

の
よ
う
に
、
物
権
的
帰
属
と
責
任
的
帰
属
が
原
則
と
し
て
一
致
す
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
物
権
債
権
峻
別
論
の
一
つ
の
コ
ロ
ラ
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リ
ー
、
す
な
わ
ち
「
民
法
典
に
お
け
る
債
務
法
と
物
権
法
の
二
元
主
義
」
が
「
責
任
財
産
の
規
定
」
に
反
映
し
、「
二
元
的
な
責
任

構
造
」
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
も
の）（（（
（

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
概
念
を
用
い
て
、
物
上
代
位
と
代
償
的
取
戻
権
の
相
違
を
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
物
上
代
位
は
「
物
権
的
」
帰
属
そ
れ
自
体
を
変
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
譲
渡
人
が
取
得
し
た
反
対
給
付
債
権
は
、
原
目
的

物
の
所
有
者
に
物
権
的
に
帰
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
人
が
破
産
し
た
と
し
て
も
、
当
該
債
権
が
破
産
財
団
に
組
み
込
ま
れ
る

こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
「
一
般
の
」
取
戻
権
の
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
代
償
的
取
戻
権
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
状
況
が
異
な
る
。
反
対
給
付
債
権
の
物
権
的
帰
属
は
あ
く
ま
で
譲
渡

人
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
譲
渡
人
の
破
産
の
際
に
は
、
当
該
債
権
は
法
定
財
団
所
属
の
財
産
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
代
償
的
取
戻

権
は
こ
の
場
合
に
、「
物
権
的
」
帰
属
に
触
れ
る
こ
と
な
く
「
責
任
的
」
帰
属
の
み
を
矯
正
し
、
当
該
債
権
を
法
定
財
団
か
ら
隔
離

す
る
こ
と
で
、
単
純
な
債
権
的
請
求
権
者
に
格
下
げ
さ
れ
た
原
目
的
物
の
所
有
者
に
、
取
戻
権
を
付
与
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
て
、
取
戻
権
者
に
よ
り
債
権
的
請
求
権
が
行
使
さ
れ
れ
ば
、
破
産
管
財
人
は
債
権
譲
渡
に
よ
っ
て
、
当
該
債
権
の

「
物
権
的
」
帰
属
を
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

物
権
的
帰
属
と
責
任
的
帰
属
の
一
致
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
物
上
代
位
は
こ
れ
を
修
正
す
る
も
の
で
は
な
い
。
物
上
代
位
は

物
権
的
帰
属
そ
の
も
の
を
変
動
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
償
的
取
戻
権
は
責
任
法
的
観
点
か
ら
両
者
の
結
び
つ
き

を
矯
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
適
切
に
表
現
す
る
に
は
、「
責
任
法
的
代
位
（haftungsrechtliche Surrogation

）」
と
い

う
概
念
を
導
入
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う）（（（
（

。
こ
の
概
念
は
ヘ
ン
ケ
ル
の
着
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
説
明
を
聞

こ
う
。「
反
対
給
付
に
対
す
る
請
求
権
と
識
別
可
能
な
か
た
ち
で
現
存
す
る
反
対
給
付
は
、
財
団
の
担
い
手
と
し
て
の
破
産
者
に
帰

属
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
破
産
者
の
責
任
財
産
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
。
こ
う
み
れ
ば
、
代
償
的
取
戻
権
は
矛
盾
な
く
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
団
の
う
ち
に
あ
る
反
対
給
付
に
か
か
る
債
権
の
帰
属
や
所
有
権
は
、
破
産
者
の
責
任
財
産
に
属
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さ
な
い
。
こ
の
責
任
法
的
状
況
（haftungsrechtliche Lage

）
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
権
利
者
は
、［
一
般
の
取
戻
権
で
あ
れ
ば
譲
渡

や
移
転
の
請
求
は
不
要
で
あ
る
は
ず
な
の
に
］
…
…
債
権
の
譲
渡
や
財
団
中
に
識
別
可
能
な
か
た
ち
で
現
存
す
る
反
対
給
付
の
所
有
権

の
移
転
を
請
求
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
」）

（（（
（

。

　

そ
う
す
る
と
、
代
位
物
に
対
し
て
「
優
先
権
」
を
付
与
す
る
方
式
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
①
物
権
的
帰
属
を
変
動
さ
せ
る
方
法

（
物
上
代
位
）
の
ほ
か
に
、
②
物
権
的
帰
属
は
動
か
さ
ず
に
、
責
任
財
産
の
構
成
、
つ
ま
り
責
任
的
帰
属
だ
け
を
変
動
さ
せ
る
方
法

（
責
任
法
的
代
位
）
が
あ
る
と
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
り
一
般
的
な
表
現
を
用
い
れ
ば
、
①
は
「
帰
属
割
当
変
動
」
型
の
優
先

権
、
②
は
「
責
任
財
産
変
動
」
型
の
優
先
権
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
ろ
う）（（（
（

。

　

３　

優
先
権
付
与
の
構
造
Ⅱ
―
―
一
般
実
体
法
的
優
先
権
と
執
行
法
的
優
先
権

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
代
償
的
取
戻
権
の
構
造
を
十
全
に
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

物
権
的
帰
属
と
責
任
的
帰
属
の
ズ
レ
を
認
め
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
制
度
は
、
代
償
的
取
戻
権
の
ほ
か
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

民
法
学
の
観
点
か
ら
は
た
だ
ち
に
、
下
森
定
と
中
野
貞
一
郎
が
提
唱
し
た
、
詐
害
行
為
取
消
権
に
関
す
る
責
任
説
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

責
任
説
に
よ
れ
ば
、
詐
害
行
為
取
消
権
が
行
使
さ
れ
て
も
、
債
務
者
か
ら
逸
出
し
た
財
産
の
物
権
的
帰
属
そ
れ
自
体
は
変
じ
ら
れ
な

い
。
取
消
し
に
よ
っ
て
無
効
に
な
る
の
は
、
責
任
の
消
失
、
す
な
わ
ち
責
任
法
的
反
射
効
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
詐
害
行
為
取
消

権
は
、
も
っ
ぱ
ら
責
任
的
帰
属
と
関
連
す
る
制
度
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
責
任
説
に
対
し
て
は
、「
責
任
法
的
無
効
」

と
い
っ
た
構
成
が
日
本
の
実
定
法
と
整
合
し
な
い
と
の
問
題
が
共
有
さ
れ
て
い
る
が
、
構
造
0

0

と
い
う
視
点
か
ら
は
、
日
本
の
破
産
法

に
同
一
の
発
想
を
も
つ
制
度
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
も
、
物
権
的
帰
属
と
責
任
的
帰
属
の
一
致

原
則
を
見
直
そ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
う
し
た
ズ
レ
を
認
め
る
制
度
と
し
て
、
代
償
的
取
戻
権
と
と
も
に
、
債
権
者
取
消
や
倒
産
否

認
に
お
け
る
責
任
説
を
挙
げ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
売
主
の
取
戻
権
、
問
屋
の
委
託
者
の
権
利
、
信
託
な
ど
が
援
用
さ
れ
て
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い
る）（（（
（

。

　

こ
の
う
ち
、
詐
害
行
為
取
消
権
・
否
認
権
に
関
す
る
責
任
説
は
、
代
償
的
取
戻
権
お
よ
び
そ
の
ほ
か
の
制
度
と
は
方
向
性
が
異
な

る
。
と
い
う
の
は
、
前
者
は
、
債
務
者
か
ら
物
権
的
帰
属
が
逸
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
強
制
執
行
の
準
備
・
債
権
者
平
等
原
則
の

貫
徹
の
た
め
に
、
責
任
的
帰
属
の
回
復
を
試
み
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、
物
権
的
帰
属
が
債
務
者
に
あ
る
と
こ
ろ
で
、
強
制
執

行
の
建
前
・
債
権
者
平
等
原
則
を
修
正
す
る
た
め
に
、
責
任
財
産
の
構
成
が
矯
正
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
後
者
の
な
か
に

は
、
物
権
的
帰
属
自
体
に
影
響
を
与
え
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
後
者
に
属
す
る
制
度
、
売
主
の
取
戻
権
、
問
屋
の
委

託
者
の
権
利
、
信
託
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
と
代
償
的
取
戻
権
の
異
同
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　

ド
イ
ツ
で
は
と
き
お
り
、
代
償
的
取
戻
権
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
作
用
の
及
ぶ
範
囲
の
制
限
が
説
か
れ
て
い
る
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
／

レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
代
償
に
対
す
る
請
求
権
が
Ｋ
Ｏ
四
六
条
［
代
償
的
取
戻
権
］
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
破
産
の

0

0

0

0

0

0

0

領
域
に
限
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
範
囲
で
、
か
つ
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
、
請
求
権
の
本
来
の
内
容
［
そ
れ
に
よ
れ
ば
取
戻
し
が
認
め
ら
れ

な
い
］
が
変
更
さ
れ
る
の
で
あ
る
」）

（（（
（

。
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
や
ガ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
著
名
な
論
者
も
同
種
の
説
明
を
与
え
て
い
る）（（（
（

。
こ
れ

は
、
債
権
者
が
代
位
物
を
差
し
押
さ
え
た
場
合
に
、
原
目
的
物
の
所
有
者
は
「
代
償
的
第
三
者
異
議
の
訴
え
」
を
提
起
で
き
な
い
こ

と
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
代
償
的
取
戻
権
は
、
も
っ
ぱ
ら
破
産
、
ひ
ろ
く
い
え
ば
倒
産）（（（
（

に
お
い
て
し
か
効
力
を

も
た
な
い
権
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
有
力
な
反
対
説
も
登
場
し
て
き
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
、
代
位
物
に
対
す
る
第
三
者
異
議
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
。
論
者
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
債
務
法
と
物
権
法
の
間
の
境
界
線
か
ら
外
れ
る
、
執
行
法
の
内
部
で
の
統
一
的
な
、
さ
ら
な
る
区
分
が
付
け
加

わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」）

（（（
（

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
魅
力
的
な
言
辞
が
い
み
じ
く
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
立
場

に
よ
っ
て
も
、
代
償
的
取
戻
権
は
一
般
実
体
法
上
の
権
利
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
前
説
に
よ
れ
ば
、
倒
産
、

包
括
執
行
と
、
後
説
に
よ
れ
ば
個
別
執
行
を
含
む
ひ
ろ
い
意
味
で
の
執
行
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
平
時
に
は
問
題
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と
な
ら
な
い
執
行
法
上
の
権
利
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
代
償
的
取
戻
権
に
基
づ
く
優
先
権
は
、
包
括
な
い
し
個
別
執
行
の
な
か
で
、
あ

く
ま
で
そ
の
範
囲
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
、「
執
行
法
的
」
な
優
先
権
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

取
戻
権
の
作
用
が
及
ぶ
範
囲
と
い
う
点
で
は
、
売
主
の
取
戻
権
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
破
産
法
六
三
条
に
対
応

す
る
規
定
は
民
事
執
行
法
に
は
存
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
旧
破
産
法
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
行
倒
産
法
は

Ｋ
Ｏ
四
四
条
を
引
き
継
い
で
い
な
い
。
同
条
は
「
も
は
や
実
際
上
の
意
義
を
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
ほ
か
売
主
の
地
位
を
［
買
主

の
］
破
産
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
強
化
し
て
い
る
点
で
、
体
系
に
反
し
て
い
る
」
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る）（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
現
在

の
ド
イ
ツ
で
は
、
取
戻
権
に
関
す
る
規
定
は
、
一
般
の
取
戻
権
（InsO

四
七
条
）
と
代
償
的
取
戻
権
（InsO

四
八
条
）
の
二
条
し
か

存
し
な
い
。
日
本
で
も
、
売
主
の
取
戻
権
の
規
定
の
必
要
性
は
あ
ま
り
な
い
と
み
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

で
は
、
問
屋
の
委
託
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
興
味
深
い
の
は
、
ド
イ
ツ
商
法
の
規
定
で
あ
る）（（（
（

。
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
九
二
条
二
項

は
、
問
屋
が
締
結
し
た
行
為
に
基
づ
く
債
権
は
、「
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
委
託
者
と
問
屋
ま
た
は
そ
の
債
権
者
と

の
関
係
に
お
い
て
は
、
委
託
者
の
債
権
と
み
な
す
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
債
権
」
に
は
、
委
託
の
実
行
に
よ
り
取
得
さ
れ

た
債
権
が
す
べ
て
含
ま
れ
、
販
売
委
託
の
場
合
に
は
代
金
債
権
、
買
入
委
託
の
際
に
は
引
渡
債
権
が
典
型
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ

の
「
代
位
物
」、
す
な
わ
ち
前
者
で
は
代
金
、
後
者
で
は
物
品
ま
で
こ
れ
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
そ
こ

で
、「
債
権
」
に
着
目
し
て
分
析
す
る
と
、
同
条
項
の
関
係
は
、
債
権
の
担
い
手
は
問
屋
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
責
任
法
的
に
み
れ
ば

債
権
は
委
託
者
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
、
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
代
償
的
取
戻
権
と
の
類
似
を
語
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る）（（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
―
―
現
行
倒
産
法
の
明
文
に
よ
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
、「
有

権
限
」
譲
渡
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
―
―
責
任
的
帰
属
の
矯
正
が
一
般
実
体
法
に
お
い
て
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
点
で
、
同

権
利
と
は
顕
著
に
異
な
る
。
そ
の
結
果
、
問
屋
の
債
権
者
が
委
託
の
実
行
に
基
づ
く
債
権
を
差
し
押
さ
え
た
場
合
に
は
、
委
託
者
は

第
三
者
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
、
強
制
執
行
の
不
許
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
問
屋
が
破
産
し
た
場
合
に
は
、
委
託
者
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に
は
同
債
権
に
つ
き
一
般
の
取
戻
権
（InsO

四
七
条
）
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
委
託
品
の
売
却
代
金
債
権
に
つ
い
て
も
、
代
償

的
取
戻
権
（InsO

四
八
条
）
に
よ
る
必
要
は
な
い
。
代
償
的
取
戻
権
が
「
特
別
の
」
取
戻
権
と
し
て
明
文
上
倒
産
の
領
域
に
規
定
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
個
別
執
行
の
領
域
へ
の
拡
張
が
解
釈
論
上
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
問
屋
の
委
託
者
の
優
先
権
は

「
一
般
実
体
法
的
」
な
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
第
三
者
異
議
の
訴
え
と
「
一
般
の
」
取
戻
権
が
、
一
般
実
体
法
の

評
価
に
照
ら
し
て
当
然
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、「
代
償
的
第
三
者
異
議
の
訴
え
」
が
解
釈
論
上
認
め
ら
れ
れ
ば
、
あ
と
は
規
定
の
配
置
―
―
一

般
実
体
法
か
執
行
・
倒
産
法
か
―
―
と
構
成
―
―
一
般
の
取
戻
権
な
い
し
第
三
者
異
議
の
訴
え
か
特
別
の
そ
れ
か
―
―
の
問
題
に
す

ぎ
な
い
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
九
二
条
二
項
の
作
用
は
こ
う
し
た
「
執
行
に
対
す
る
保
護
」「
執
行
特
権
」
に

汲
み
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
、
部
分
的
に
「
承
継
に
対
す
る
保
護
」
が
与
え
ら
れ
、「
問
屋
の
債
権
者
の
た
め

の
処
分
」
も
ま
た
、
委
託
者
と
の
関
係
で
無
効
に
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
委
託
者
は
、
問
屋
が
委
託
の
実

行
に
よ
り
取
得
し
た
債
権
を
、
自
己
の
債
権
者
に
対
し
て
履
行
に
代
え
て
ま
た
は
担
保
の
た
め
に
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
無

効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
用
は
、
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
九
二
条
二
項
の
趣
旨
を
貫
徹
し
た
も
の
で
あ
り
、
結
論
に
お
い
て
は
理
解
し

や
す
い
。
し
か
し
、
構
成
に
着
目
す
れ
ば
、
執
行
保
護
と
承
継
保
護
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
前
者
は
責
任
的
帰
属
の
矯
正

に
よ
っ
て
対
処
で
き
る
が
、
後
者
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
問
屋
の
債
権
処
分
権
そ
れ
自
体
を
―
―
問
屋
の
債
権
者
の
た
め
の
処
分
に

つ
き
、
委
託
者
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
―
―
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
債
権
の
責
任
的
帰
属
が
委
託
者
に
あ
る
と
い

う
だ
け
で
は
説
明
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
九
二
条
二
項
は
、
た
だ
し
く
「
債
権
的
権
利
の
物
権
0

0

化
」）

（（（
（

の
一
例
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
方
で
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
九
二
条
二
項
に
対
応
す
る
明
文
は
な
い
。
そ
こ
で
、
問
屋
が
破
産
し
た
際
に
委
託
者

を
ど
の
よ
う
に
保
護
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
、
は
げ
し
く
争
わ
れ
て
い
る）（（（
（

。
こ
こ
で
詳
し
く
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
本
稿
の
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観
点
か
ら
特
徴
的
な
学
説
を
位
置
づ
け
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
商
法
五
五
二
条
二
項
に
ド
イ
ツ
商
法
と
同
種
の
意
味
を
も
た

せ
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
妥
当
し
よ
う
。
同
条
項
の
「
問
屋
ト
委
託
者
ト
ノ
間
」
と
は
内
部
関
係
を
意

味
し
、「
い
わ
ゆ
る
問
屋
は
問
屋
自
身
の
外
そ
の
周
囲
に
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
存
在
す
る
債
権
者
群
を
も
包
含
す
る
」
と
の
解
釈）（（（
（

が
代

表
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
法
法
理
で
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
一
の
見
解
は
、
民
法
六
四
六
条
二
項
（
商

法
五
二
二
条
二
項
に
よ
り
準
用
）
の
再
解
釈
を
試
み
る
。
こ
れ
に
は
、
財
産
管
理
者
の
義
務
違
反
に
対
す
る
救
済
方
法
の
バ
ラ
ン
ス
と

い
う
視
点
か
ら
出
発
す
る
見
解
と
、
同
条
項
を
旧
商
法
四
七
五
条
を
承
継
し
た
特
別
な
委
託
者
保
護
規
定
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
。

前
説）（（（
（

は
、
委
任
者
は
「
少
な
く
と
も
受
任
者
の
他
の
債
権
者
に
対
し
て
は
」
対
抗
要
件
は
不
要
で
は
な
い
か
と
し
、
そ
の
理
由
と
し

て
、「
問
題
と
な
っ
て
い
る
財
産
は
、
受
任
者
の
責
任
財
産
を
構
成
し
て
い
な
か
っ
た
財
産
の
代
位
物
」
で
あ
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。

後
説）（（（
（

に
よ
る
と
、
委
託
者
は
「
問
屋
の
債
権
者
に
対
し
て
は
」
権
利
取
得
を
対
抗
要
件
の
具
備
な
く
し
て
当
然
に
対
抗
で
き
る
が
、

問
屋
か
ら
権
利
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
た
だ
し
、
譲
受
人
が
問
屋
の
債
権
者
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
対

抗
要
件
は
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
委
託
者
保
護
の
た
め
に
責
任
的
帰
属
の
矯
正
を
志
向
し
た
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
後
説
が
は
っ
き
り
と
い
う
よ
う
に
、
問
屋
の
債
権
者
と
の
関
係
と
は
い
え
問
屋
の
処
分
が
禁
じ
ら
れ
る

と
み
る
な
ら
ば
、
同
時
に
ま
た
、
物
権
的
帰
属
も
そ
の
限
り
で
制
限
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
民
法
の
解
釈
に
依
拠

す
る
他
の
見
解）（（（
（

は
、
物
権
変
動
・
債
権
譲
渡
に
関
す
る
意
思
主
義
を
起
点
に
議
論
を
組
み
立
て
、
問
屋
が
取
得
し
た
所
有
権
ま
た
は

債
権
に
つ
き
、
問
屋
・
委
託
者
の
間
の
権
利
変
動
を
観
念
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
委
託
者
は
対
抗
要
件
の
具
備
を
要
す
る
こ
と
な
く
、

権
利
の
取
得
を
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
と
す
る）（（（
（

。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
問
屋
の
債
権
者
の
み
な
ら
ず
、
問
屋
か
ら
の
譲
受
人

に
対
し
て
も
一
般
的
に
、
対
抗
要
件
の
具
備
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
こ
の
見
解
は
、
物
権
的
帰
属
の
レ

ベ
ル
で
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
見
解
は
、
一
般
実
体
法
の
特
別
な
解
釈
・
理
論
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
依
拠
し
な
く
て
も
、
物
権
的
帰
属
に
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関
す
る
一
般
実
体
法
の
通
常
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
一
定
程
度
対
処
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
買
入
委
託
の
際
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
所
有
権
の
移
転
と
占
有
改
定
を
合
意
し
て
お
け
ば
、
問
屋
が
物
品
を
取
得
す
る
と
同
時
に
、
委
託
者
は
所
有
権
を
取
得

し
、
か
つ
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
屋
に
買
入
代
金
が
す
で
に
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
合
意
が

推
定
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
販
売
委
託
の
際
に
は
、
一
般
実
体
法
上
の
通
常
の
ル
ー
ル
に
よ
ら
ず
に
、
委
託
者
を
保
護
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
却
代
金
債
権
の
帰
属
主
体
は
原
則
ど
お
り
問
屋
で
あ
る
。
し
か
し
、
委
託
者
に
は
執
行
0

0

法
上
の

0

0

0

優
先
権
が
認
め
ら
れ
う
る
。
代
償
的
取
戻
権
が
有
権
限
譲
渡
の
ケ
ー
ス
に
も
適
用
さ
れ
る
と
解
す
れ
ば
、
問
屋
が
破
産
し
た

場
合
に
は
、
当
該
債
権
は
問
屋
の
責
任
財
産
か
ら
隔
離
さ
れ
、
委
託
者
は
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

判
例
は
、
買
入
委
託
の
際
に
委
託
者
が
買
入
代
金
を
問
屋
に
す
で
に
支
払
っ
て
い
た
ケ
ー
ス
で
、「
問
屋
の
債
権
者
は
問
屋
が
委
託

の
実
行
と
し
て
し
た
売
買
に
よ
り
取
得
し
た
権
利
に
つ
い
て
ま
で
も
自
己
の
債
権
の
一
般
的
担
保
と
し
て
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
」

こ
と
か
ら
、
問
屋
が
権
利
を
委
託
者
に
移
転
し
な
い
間
に
破
産
し
た
と
き
に
も
、
委
託
者
は
取
戻
権
を
行
使
し
う
る
と
し
て
い
る）（（（
（

。

け
れ
ど
も
、
こ
の
判
例
に
対
し
て
は
、
理
論
構
成
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
批
判
が
つ
よ
い
。

　

最
後
に
、
信
託
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
ド
イ
ツ
に
は
信
託
の
一
般
的
な
制
定
法
は
な
く
、
判
例
上
物
上
代
位
が
原
則
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
日
本
と
は
法
状
況
が
顕
著
に
異
な
っ
て
い
る）（（（
（

。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
日
本
法
を
念
頭
に
検
討
を
く
わ
え
る
。

信
託
財
産
は
受
託
者
に
帰
属
し
て
い
る
が
、
一
般
実
体
法
上
す
で
に
、
受
託
者
の
固
有
財
産
と
は
別
個
独
立
な
も
の
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
（
信
託
財
産
の
独
立
性
）。
そ
の
典
型
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
信
託
財
産
は
受
託
者
に
帰
属
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
受
託
者
の
債
権
者
は
こ
れ
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
ず
（
信
託
二
三
条
一
項
）、
差
押
え
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
受
託
者
ま

た
は
受
益
者
は
第
三
者
異
議
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
（
同
五
項
、
六
項
）。
そ
し
て
、
受
託
者
が
破
産
し
た
場
合
に
も
、
信
託
財
産
は

「
破
産
財
団
に
属
し
な
い
」（
信
託
二
五
条
一
項
）。
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
る
と
、
受
託
者
の
任
務
は
終
了
し
（
信
託
五
六
条
一
項
三

号
。
な
お
、
一
項
た
だ
し
書
、
四
項
）、
選
任
さ
れ
た
新
受
託
者
（
信
託
六
二
条
一
項
）
な
ど
が
破
産
管
財
人
に
対
し
て
一
般
の
取
戻
権
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を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
破
産
管
財
人
は
、
新
受
託
者
な
ど
が
信
託
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
い
た
る
ま
で
、
信
託
財

産
に
属
す
る
財
産
を
保
管
し
、
か
つ
信
託
事
務
の
引
継
ぎ
に
必
要
な
行
為
を
す
る
義
務
を
負
い
（
信
託
六
〇
条
四
項
）、
破
産
管
財
人

が
こ
の
義
務
に
反
し
て
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
受
益
者
は
当
該
財
産
の
処
分
に
対
し
て
差
止

請
求
権
を
行
使
で
き
る
（
同
五
項
）。
こ
の
権
利
も
「
破
産
法
上
は
［
一
般
の
］
取
戻
権
の
一
種
」）

（（（
（

で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
責
任
法
的
観
点
に
基
づ
く
一
致
原
則
の
矯
正
が
、
一
般
実
体
法
上
の
「
特
別
財
産
」
の
形
成
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
管
理
、
処
分
、
滅
失
、
損
傷
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
受
託
者
が
得

た
財
産
」
も
ま
た
、「
信
託
財
産
に
属
す
る
」
と
さ
れ
る
（
信
託
一
六
条
一
号
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
位
物
も
ま
た
受
託
者
の
固
有
財

産
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
信
託
財
産
に
直
接
割
り
当
て
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
託
者
が
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
を
譲
渡
し
て
え

た
対
価
に
つ
い
て
も
、「
一
般
の
」
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
。

　

本
稿
の
視
点
か
ら
重
要
な
の
は
、
信
託
財
産
に
は
法
人
格
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
託
財
産
に
「
属
す
る
」
財
産
と
固
有
財

産
に
「
属
す
る
」
財
産
が
、
一
般
実
体
法
上
独
立
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
右
の
代
位
物
の
規
律
は
「
信
託

財
産
の
物
上
代
位
性
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
代
位
物
の
帰
属
主
体
に
変
更
が
生
じ
る
か
ら
で
は
な
い
。
帰
属
主
体
が
受
託

者
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
代
位
物
が
一
般
の
ル
ー
ル
に
反
し
て
受
託
者
の
一
般
財
産
・
固
有
財

産
で
は
な
く
信
託
財
産
に
物
権
的
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
原
目
的
物
と
同
じ
よ
う
に
「
信
託
財
産
に
属
す
る
」
点
を
捉

え
て
、「
物
上
代
位
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

信
託
の
機
能
と
し
て
は
、
ま
ず
そ
の
「
倒
産
隔
離
機
能
」
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
託
財
産
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
物
権
的
帰
属

0

0

0

0

0

の
あ
り
方
と
い
う
視
点
か
ら
も
興
味
深
い
規
律
が
お
か
れ
て
い
る
。
現
行
信
託
法
に
よ
れ
ば
、
受
託
者
が
信
託
財

産
に
属
す
る
財
産
を
権
限
の
範
囲
外
で
処
分
し
た
場
合
、
処
分
は
有
効
で
あ
る
が
、
相
手
方
が
権
限
外
の
行
為
で
あ
る
こ
と
に
つ
き

悪
意
で
あ
っ
た
か
、
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
重
過
失
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
受
益
者
は
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
信
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託
二
七
条
）。
受
託
者
は
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
出
発
点
を
重
視
す
れ
ば
、
信
託
に
よ
っ
て
処
分
権
限

自
体
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
本
来
で
あ
れ
ば
受
託
者
は
固
有
財
産
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
に
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
は
と
も
か
く
、
受
益
者
の
取
消
権
に
よ
っ
て
受

託
者
の
処
分
権
限
に
一
定
の
制
約
が
か
せ
ら
れ
て
い
る
。

六　

代
償
的
取
戻
権
の
位
置
づ
け

　

１　

衡
平
と
ル
ー
ル

　

代
償
的
取
戻
権
の
趣
旨
に
つ
き
、
日
本
で
は
「
公
平
」）

（（（
（

が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
他
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
代
償
的
取
戻
権
は

一
般
の
取
戻
権
の
原
則
に
反
し
て
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
文
脈
で
「
衡
平
」）

（（（
（

が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
説
明
で
も
、
こ
の
こ
と

は
当
然
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
近
時
、
こ
の
見
解
を
つ
よ
く
批
判
す
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
問
題
関
心
を
知
る
に
は
、
ゴ
ッ
ト
ヴ
ァ
ル
ド
／
ア
ド
ル
フ
セ
ン
の
定
式
か
ら
出
発
す
る
の
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
代
償
的
取
戻
権

の
規
定
は
、
従
前
の
取
戻
権
者
に
可
能
な
限
り
完
全
に
等
価
の
代
償
を
取
得
さ
せ
る
た
め
に
、
既
存
の
債
務
法
上
の
償
還
請
求
権
に
、

「
責
任
法
上
首
尾
一
貫
し
て
―
―
し
か
し
構
成
上
は
ル
ー
ル
に
反
し
て
―
―
」）

（（（
（

取
戻
権
限
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
を

敷
衍
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
責
任
財
産
は
債
務
者
に
物
権
的
に
帰
属
す
る
財
産
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
立
場
か
ら
出
発

す
る
と
、
代
償
的
取
戻
権
は
「
ル
ー
ル
に
反
し
」
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
え
な
い
。
こ
の
限
り
で
は
、
衡
平
説
と
同
様
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、「
責
任
法
」
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
同
権
利
は
法
上
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
こ
ま
で
い
う
の
な
ら
も
う
一
歩
進
ん
で
、
物
権
的
帰
属
と
責
任
的
帰
属
の
一
致
原
則
そ
れ
自
体
を
疑
い
、
責
任
法

上
独
自
の
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
代
償
的
取
戻
権
を
「
構
成
」
の
う
え
で
も
、
ル
ー
ル
に
合
し
た

0

0

0

権
利
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
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で
き
な
い
か
。
こ
の
方
向
か
ら
衡
平
説
を
批
判
す
る
の
が
、
さ
き
に
挙
げ
た
批
判
的
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ン
ケ
ル
に
よ
れ

ば
、「
代
償
的
取
戻
権
の
規
定
は
も
と
も
と
体
系
に
反
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
衡
平
の
根
拠
か
ら
し
か
正
当
化
さ
れ
な

い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
規
定
は
狭
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
財
産
責
任
の
体
系

0

0

0

0

0

0

0

を
不
十
分
に
し
か
顧
慮
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
」）

（（（
（

。
こ
の
考
え
方
は
債
務
者
に
帰
属
す
る
財

産
は
つ
ね
に
債
権
者
の
債
権
の
引
当
て
に
な
る
、
と
い
う
理
解
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
―
―
本
稿
で
は
す
で
に
詳
し
く

検
討
し
た
よ
う
に
―
―
こ
の
「
原
則
」
に
は
「
例
外
」
が
あ
り
、
権
利
の
帰
属
は
当
然
に
は
責
任
の
帰
属
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、「
財
産
責
任
の
体
系
」
を
顧
慮
す
れ
ば
、
代
償
的
取
戻
権
は
体
系
整
合
的
に
捉
え
ら
れ
る
か
ら
、
衡
平
を
持
ち
出
す

必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
衡
平
説
に
与
す
る
ガ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。「『
責
任
法
的
帰
属
』
を

持
ち
出
し
て
も
、
望
ま
れ
た
結
論
が
記
述
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」）

（（（
（

。
実
際
、
ヘ
ン
ケ
ル
自

身
、
右
に
み
た
よ
う
に
「
財
産
責
任
の
体
系
」
で
も
物
権
的
帰
属
が
責
任
的
帰
属
を
規
定
す
る
の
が
「
原
則
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
体
系
」
の
な
か
で
例
外
を
規
定
す
る
根
拠
は
な
に
か
が
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
ガ
ン
タ
ー
の
い
う
よ
う
に
、「
衡
平
」
を
持
ち
出
す
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ー
ル
の
「
価
値
追
跡
」
論
の
よ
う
に
、
物
権
的
帰
属
が
責
任
財
産
の
範
囲
を
画
す
る
、
と
い
う
原
則
そ
れ
自

体
を
退
け
る）（（（
（

の
で
あ
れ
ば
、
ヘ
ン
ケ
ル
の
方
向
が
支
持
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ー
ル
の
立
場
に
対
し
て
は
、「
原
則
を
放

棄
す
れ
ば
何
の
基
準
も
残
ら
な
い
」）

（（（
（

、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ベ
ー
ル
は
価
値
追
跡
の
決
定
的
な
基
準
と
し
て
、「
信
用
付
与
の
欠

如
」）

（（（
（

を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
に
は
な
お
不
明
確
な
点
が
多
い）（（（
（

。
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
が
ベ
ー
ル
の
構
想
を
評
し
て
、
実
体
法
上
の

基
礎
づ
け
も
、
責
任
法
上
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
点
も
、
い
ず
れ
も
ク
リ
ア
に
し
て
い
な
い
「
ま
っ
た
く
疑
わ
し
い
」
試
み
で
あ
る

と
し
て
切
り
捨
て
て
い
る）（（（
（

の
は
、
表
現
が
辛
辣
に
す
ぎ
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
価
値
追
跡
の
構
想
に
は
な
お
残
さ
れ
た
課
題
が
少
な
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く
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（（
（

。

　

２　

代
償
的
取
戻
権
の
正
当
化

　

本
稿
で
は
こ
れ
以
上
、
責
任
財
産
の
構
成
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
重
要
な
の
は
、
代
償
的
取
戻
権
の
正
当
化
根

拠
そ
の
も
の
で
あ
る
。
衡
平
説
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
一
般
の
取
戻
権
の
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
理
由
に
な
る
し
、
責
任
法
の
体
系
を
構

築
す
る
側
か
ら
は
、
体
系
を
構
成
す
る
論
拠
の
ひ
と
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
代
償
的
取
戻
権
が
ど
の

よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
ド
イ
ツ
で
は
す
で
に
削
除
さ
れ
、
日
本
で
も
必
要
性
が
疑
わ
れ
て
い
る
売
主

の
取
戻
権
と
は
異
な
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
代
償
的
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
反
対
給
付
に
対
す
る
債
権
お
よ
び
そ
の
給
付
物
は
、
手
続
開
始
前
に
破
産
者
が
譲
渡

し
た
場
合
に
は
、
権
利
者
が
取
戻
権
を
行
使
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
目
的
物
の
、
手
続
開
始
後
に
破
産
管
財
人
が
譲
渡
し
た
場
合
に

は
、
取
戻
権
の
目
的
物
の
、
代
わ
り
の
も
の
で
あ
る
。
取
戻
権
の
目
的
物
は
そ
も
そ
も
法
定
財
団
を
構
成
し
て
い
な
い
か
ら
、
債
権

者
は
こ
れ
を
引
当
て
と
し
て
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
債
権
者
は
そ
の
代
位
物
か
ら
も
弁
済
を
期
待
す
べ

き
で
は
な
い
。
日
本
の
改
正
破
産
法
理
由
に
よ
れ
ば
、
代
償
的
取
戻
権
の
目
的
が
「
取
戻
権
の
目
的
た
る
財
産
」「
の
代
償
物
」
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
ド
イ
ツ
旧
破
産
法
の
理
由
書
は
、
代
償
的
取
戻
権
は
「
取
戻
請
求
権
の
代
償
」）

（（（
（

で
あ
る
と
し
、
現
行

ド
イ
ツ
倒
産
法
の
理
由
書
が
、
こ
れ
を
端
的
に
「
代
位
の
思
想
か
ら
」）

（（（
（

基
礎
づ
け
た
の
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
最
初
に

み
た
よ
う
に
、
代
償
的
取
戻
権
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
限
り
で
は
、
以
上
の
論
証
が

妥
当
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３　

責
任
法
的
代
位
と
物
上
代
位

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
代
位
の
観
念
を
引
き
合
い
に
出
す
の
な
ら
、
他
人
物
の
無
権
限
譲
渡
の
場
合
に
は
、「
責
任
法
的
代
位
」

で
は
な
く
、「
物
上
代
位
」
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
の
疑
問
が
生
じ
う
る
。
こ
れ
に
付
け
加
わ
る
の
は
、
担
保
物

権
に
物
上
代
位
が
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
全
面
的
支
配
権
で
あ
る
所
有
権
に
も
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
、
と
の
す
で
に

み
た
問
題
提
起
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
は
、
信
託
財
産
の
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
引
き
合
い
に
出
せ
る
か
も
し
れ
な

い
。
所
有
権
は
受
託
者
に
帰
属
し
て
い
る
の
に
、
信
託
の
目
的
、
受
益
者
の
利
益
を
図
る
た
め
に
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
、
本
稿
の
分
析
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

担
保
物
権
の
物
上
代
位
の
際
に
は
、
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
て
も
、
代
位
目
的
債
権
の
担
い
手
は
債
務
者
の
ま
ま
で
あ
る
。
先
取

特
権
や
抵
当
権
が
、
同
債
権
に
つ
い
て
「
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
（
民
三
〇
四
条
一
項
本
文
、
三
七
二

条
）。
し
か
も
、
払
渡
し
ま
た
は
引
渡
し
前
の
「
差
押
え
」（
同
た
だ
し
書
）
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
趣
旨
の
捉
え
方
は

と
も
か
く
、
第
三
債
務
者
が
し
た
弁
済
は
有
効
に
な
る
。
第
三
債
務
者
以
外
の
第
三
者
が
ど
こ
ま
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て

は
は
げ
し
い
議
論
が
あ
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
抵
当
権
者
は
、
代
位
目
的
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
で
も
、
な
お
物
上
代
位
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（（
（

。
こ
こ
に
、「
物
権
的
」
代
位
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
で
、
動
産
先

取
特
権
は
、
原
目
的
物
に
つ
き
追
及
効
が
認
め
ら
れ
な
い
（
民
三
三
三
条
）、
こ
の
限
り
で
い
っ
そ
う
弱
い
権
利
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ

れ
と
平
仄
を
合
わ
す
よ
う
に
し
て
、
代
位
目
的
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
も
は
や
追
及
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
な
お
、
担

保
物
権
を
「
債
権
に
付
与
さ
れ
た
優
先
弁
済
権
」
と
捉
え
る
立
場）（（（
（

に
よ
る
と
、「
担
保
物
権
の
物
上
代
位
」
は
―
―
可
能
か
つ
適
切

で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
本
稿
の
用
語
を
用
い
れ
ば
―
―
一
般
実
体
法
上
の
責
任
法
的
代
位
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

　

信
託
財
産
の
際
に
は
、
所
有
権
は
受
託
者
に
移
転
す
る
と
と
も
に
、
信
託
財
産
に
法
人
格
は
な
い
こ
と
か
ら
、
物
上
代
位
の
意
味
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は
、
取
得
し
た
代
位
物
を
、
受
託
者
の
固
有
財
産
で
は
な
く
、
信
託
財
産
に
直
接
割
り
当
て
る
点
に
求
め
ら
れ
る
（「
信
託
財
産
に
属

す
る
」〔
信
託
一
六
条
〕）。
し
た
が
っ
て
、
権
利
帰
属
主
体
は
受
託
者
の
ま
ま
変
わ
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
説
明
の
仕
方
は
ど
う
あ
れ
、

受
託
者
が
権
限
の
範
囲
外
で
信
託
財
産
を
処
分
し
た
場
合
で
も
処
分
は
有
効
で
あ
り
、
受
益
者
は
す
で
に
み
た
信
託
法
二
七
条
の
要

件
を
充
足
し
た
と
き
に
、
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

で
は
、
所
有
権
に
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
所
有
者
が
自
己
の
物
を
他
人

に
無
権
限
で
譲
渡
さ
れ
た
と
き
、
も
し
物
上
代
位
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
反
対
給
付
債
権
は
所
有
者
に
直
接
割
り
当
て
ら
れ
る
と
み
る

の
が
素
直
で
あ
る
。
譲
渡
人
は
完
全
な
無
権
利
者
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
か
ら
反
対
給
付
債
権
の
弁
済
を
受
け
、
あ
る
い
は
こ
れ
を

第
三
者
に
譲
渡
な
ど
し
た
場
合
に
も
、
原
則
と
し
て
無
効
に
な
っ
て
し
ま
う
。
法
的
取
引
に
与
え
る
影
響
は
い
ち
じ
る
し
く
大
き
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
所
有
者
の
保
護
に
つ
い
て
は
物
上
代
位
と
は
違
っ
た
途
を
選
択
す
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
平
時
の

原
則
、
物
権
的
帰
属
は
修
正
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
反
対
給
付
債
権
の
担
い
手
は
譲
渡
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
譲
渡
人
が
相
手
方

か
ら
同
債
権
を
取
り
立
て
、
あ
る
い
は
他
の
第
三
者
に
処
分
し
た
と
き
に
は
、
原
則
と
し
て
有
効
に
な
る
。
こ
う
し
て
決
済
の
安
全
、

財
の
流
通
の
円
滑
が
確
保
さ
れ
る
。
し
か
し
、
譲
渡
人
が
破
産
し
た
と
き
に
は
、
代
償
的
取
戻
権
に
よ
っ
て
責
任
的
帰
属
が
矯
正
さ

れ
る
。
所
有
者
は
譲
渡
人
に
対
す
る
債
権
的
請
求
権
に
基
づ
き
、
現
存
す
る
代
位
物
を
破
産
財
団
か
ら
隔
離
す
る
よ
う
破
産
管
財
人

に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
行
法
が
採
用
し
て
い
る
の
は
こ
の
途
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
所
有
権
が
全
面
的
支
配
権
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
物
上
代
位
を
認
め
る
べ
き
だ
と
は
当
然
に
は

い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
物
上
代
位
を
認
め
る
と
一
般
原
則
と
の
抵
触
や
法
的
取
引
に
対
す
る

影
響
が
、
甚
大
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
原
則
の
観
点
に
基
づ
く
説
明
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
物
上
代
位
は
、
原
目
的
物
の
物
権

的
帰
属
を
代
位
物
上
に
直
接
回
復
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
際
に
は
権
利
帰
属
の
変
動
、
他
人
効
に
関
す
る
原
則

と
の
関
係
が
多
か
れ
少
な
か
れ
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
物
上
代
位
は
、
適
用
類
型
に
も
よ
る
が
、
物
権
変
動
・
債
権
譲
渡
法
に
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お
け
る
公
示
原
則
や
代
理
法
に
お
け
る
顕
名
主
義
、
さ
ら
に
―
―
代
位
物
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
当
事
者
の
意
思
が
無
視
さ
れ
る

と
い
う
点
で
―
―
法
律
行
為
法
に
お
け
る
私
的
自
治
と
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
に
反
す
る
度
合
い
は
、
大

雑
把
に
い
う
と
、
物
上
代
位
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
効
果
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
つ
ま
り
代
位
の
も
と
と
な
る
権
利
が
強
力
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
大
き
く
な
り
、
所
有
権
に
い
た
っ
て
最
大
に
な
る
。
所
有
者
は
自
己
の
名
も
権
利
の
取
得
も
対
外
的
に
示
す
こ
と

な
く
債
権
の
担
い
手
と
な
る
。
そ
の
際
に
は
譲
渡
契
約
当
事
者
の
意
思
も
顧
慮
さ
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
所
有
者
の
保

護
は
代
償
的
取
戻
権
に
委
ね
、
代
位
物
の
責
任
的
帰
属
を
、
債
務
者
の
破
産
の
局
面
で
矯
正
す
る
に
と
ど
め
る
、
と
い
う
方
法
に
も

そ
れ
な
り
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
抑
制
的
な
作
用
の
反
面
で
、
代
償
的
取
戻
権
の
際
に
は
公
示
は

問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
識
別
可
能
性
な
い
し
特
定
性
原
則
を
充
足
し
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。

　

こ
う
し
た
見
方
に
は
、
次
の
疑
問
な
い
し
問
題
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
は
、
所
有
権
の
物
上
代
位
の
承
認
か
ら
出
発

し
つ
つ
、
三
〇
四
条
一
項
た
だ
し
書
を
参
照
す
る
、
あ
る
い
は
公
示
の
具
備
を
求
め
る
な
ど
し
て
第
三
債
務
者
そ
の
他
の
第
三
者
の

利
益
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
途
や
、
物
上
代
位
の
作
用
を
縮
減
し
て
、
所
有
者
に
は
他
物
権
型
の
優
先
権
の
み
が
付
与
さ
れ
る
と
解

す
る
途
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
物
権
的
」
構
成
は
も
ち
ろ
ん
十
分
検
討
に
値
し
よ
う）（（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
所
有
者

の
代
位
物
に
対
す
る
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
物
権
的
帰
属
そ
の
も
の
に
手
を
入
れ
る
方
向
だ
け
が
唯
一
の
も
の

で
は
な
い
。
一
般
実
体
法
と
倒
産
法
の
全
体
を
見
渡
す
な
ら
ば
、
現
行
法
の
体
系
は
、
所
有
者
の
保
護
を
む
し
ろ
、
危
機
的
な
状
況

に
お
い
て
債
権
的
請
求
権
に
取
戻
権
限
を
付
与
す
る
方
法
で
図
ろ
う
と
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

け
れ
ど
も
他
方
で
は
、
日
本
の
代
償
的
取
戻
権
の
規
定
で
は
所
有
者
の
保
護
が
不
十
分
で
あ
る
、
と
の
疑
問
も
あ
り
え
よ
う
。
こ

の
問
題
に
対
応
す
る
に
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
同
種
の
権
利
を
個
別
執
行
の
局
面
で
も
認
め
、
手
続
開
始
前
に
回
収
さ
れ
た
給

付
物
に
も
こ
れ
を
拡
張
す
る
ほ
か
、
第
二
の
代
償
的
取
戻
権
、
す
な
わ
ち
代
位
物
の
代
位
物
に
つ
い
て
も
取
戻
し
を
認
め
る）（（（
（

、
と
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い
っ
た
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。

七　

結　

語

　

本
稿
で
は
、
所
有
者
と
担
保
権
者
の
処
遇
の
均
衡
の
問
題
や
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
改
正
の
動
向
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
代
償
的
取

戻
権
研
究
の
必
要
性
と
重
要
性
を
示
す
（
一
、
二
）
と
と
も
に
、
基
礎
理
論
に
属
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
次
の
点
を
明

ら
か
に
し
た
。

　

代
償
的
取
戻
権
は
文
字
ど
お
り
「
取
戻
権
」
で
は
あ
る
が
、
一
般
の
取
戻
権
と
は
異
な
り
、
債
務
者
に
「
属
す
る
」
財
産
の
交
付

を
求
め
る
単
純
な
債
権
的
請
求
権
に
対
し
て
取
戻
権
限
を
付
与
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
（
三
）。
他
方
で
、
原
目
的
物
の
取
戻
権
者

に
、
そ
う
し
た
一
般
実
体
法
上
の
請
求
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
代
償
的
取
戻
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。
破
産
法
が
取
戻

権
者
の
た
め
に
独
自
に
請
求
権
を
創
造
し
、
く
わ
え
て
こ
れ
に
取
戻
権
限
ま
で
与
え
る
な
ら
ば
、
一
般
実
体
法
上
の
請
求
権
を
有
す

る
他
の
債
権
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
か
れ
を
過
渡
に
優
遇
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
代
償
的
取

戻
権
は
既
存
の
請
求
権
を
強
化
し
た
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
）。
代
位
物
に
つ
き
「
優
先
権
」
を
付
与
す
る
方
式

と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
、
代
償
的
取
戻
権
は
、
物
権
的
帰
属
そ
の
も
の
を
変
動
さ
せ
る
物
上
代
位
（
帰
属
割
当
変
動
型
の
優
先
権
）

と
は
異
な
り
、
物
権
的
帰
属
は
動
か
さ
ず
に
、
責
任
財
産
の
構
成
、
つ
ま
り
責
任
的
帰
属
だ
け
を
変
動
さ
せ
る
責
任
法
的
代
位
（
責

任
財
産
変
動
型
の
優
先
権
）
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
優
先
権
」
は
、
問
屋
の
委
託
者
の
権
利
や
信
託

と
い
っ
た
、
物
権
的
帰
属
と
責
任
的
帰
属
の
ズ
レ
を
認
め
る
他
の
制
度
と
は
異
な
り
、
一
般
実
体
法
上
の
権
利
で
は
な
く
、
明
文
に

よ
れ
ば
包
括
執
行
、
解
釈
で
拡
張
し
て
も
個
別
執
行
の
な
か
で
し
か
効
力
が
は
た
ら
か
な
い
、
執
行
法
的
な
優
先
権
と
し
て
構
想
さ

れ
て
い
る
（
五
）。
所
有
権
は
全
面
的
な
支
配
権
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
物
権
的
帰
属
そ
れ
自
体
を
変
動
さ
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せ
る
と
、
一
般
原
則
と
の
抵
触
や
法
的
取
引
へ
の
影
響
が
大
き
い
。
そ
こ
で
、
現
行
法
の
体
系
は
、
代
位
物
に
対
す
る
所
有
者
の
保

護
を
、
物
上
代
位
で
は
な
く
、
代
償
的
取
戻
権
に
委
ね
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
六
）。

　

代
償
的
取
戻
権
に
関
し
て
は
、
検
討
を
要
す
る
各
論
的
な
問
題
が
な
お
多
数
積
み
残
さ
れ
て
い
る
（
二
）。
本
稿
の
考
察
を
基
礎

と
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

＊　

本
稿
の
執
筆
の
際
に
は
、
杉
本
和
士
准
教
授
（
千
葉
大
学
）
を
は
じ
め
、
様
々
な
先
生
方
よ
り
多
数
の
有
益
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
に
残
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
誤
り
は
、
筆
者
の
責
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）　

四
宮
和
夫
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
上
巻
（
現
代
法
律
学
全
集
一
〇
）』
一
九
三
―
一
九
六
頁
お
よ
び
八
二
、
八
五
頁

（
青
林
書
院
、
一
九
八
一
年
）、
藤
原
正
則
『
不
当
利
得
法
（
法
律
学
の
森
）』
一
二
三
、
二
一
七
―
二
一
八
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

判
例
は
、
売
却
代
金
の
返
還
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
（
近
時
で
は
、
最
判
平
成
一
九
年
三
月
八
日
民
集
六
一
巻
二
号
四
七
九
頁
〔
代
替
性

あ
る
物
を
売
却
し
た
場
合
〕）。
平
成
一
九
年
判
決
を
契
機
と
す
る
も
の
に
、
村
田
大
樹
「
不
当
利
得
法
に
お
け
る
価
値
賠
償
請
求
権
と
返

還
目
的
物
の
価
格
変
動
」
同
法
六
〇
巻
二
号
六
二
五
―
六
六
九
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
藤
原
正
則
「
不
当
利
得
に
お
け
る
価
値
賠
償
の
算

定
基
準
時
」
藤
岡
康
宏
先
生
古
稀
記
念
『
民
法
に
お
け
る
古
典
と
革
新
』
三
二
一
―
三
四
七
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）、
多
治
川
卓

朗
「
売
却
処
分
と
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
内
容
」
関
法
六
二
巻
二
号
四
七
六
―
五
二
一
頁
（
二
〇
一
二
年
）。

（
2
）　

川
角
由
和
「
侵
害
利
得
請
求
権
論
の
到
達
点
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
一
四
二
八
号
一
四
―
二
一
頁
（
二
〇
一
一
年
）
が
、
現
状
の
優
れ
た

分
析
を
提
示
す
る
。

（
3
）　

そ
の
後
、
最
決
平
成
二
二
年
一
二
月
二
日
民
集
六
四
巻
八
号
一
九
九
〇
頁
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
基
づ
く
物
上
代
位
を
一
定
の

行
使
要
件
の
も
と
で
認
め
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
共
済
金
（
損
害
保
険
金
）
債
権
に
対
す
る
物
上
代
位
で
あ
る
が
、
根
拠
づ
け

と
し
て
は
、「
価
値
を
担
保
と
し
て
把
握
」
と
い
う
抽
象
命
題
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）　

道
垣
内
弘
人
『
担
保
物
権
法
（
ク
リ
ス
タ
ラ
イ
ズ
ド
民
法
）』
二
五
四
、
二
六
一
頁
（
三
省
堂
、
一
九
九
〇
年
）。

（
5
）　

初
期
の
も
の
と
し
て
、
高
木
多
喜
男
ほ
か
「〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〕
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
再
検
討
」
金
融
法
研
究
六
号
八
三
頁
〔
米

倉
明
発
言
〕（
一
九
九
〇
年
）。
そ
の
他
の
批
判
お
よ
び
批
判
に
対
す
る
反
論
に
つ
き
、
道
垣
内
弘
人
「
最
決
平
成
一
一
年
五
月
一
七
日
判
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批
」
法
協
一
二
八
巻
一
二
号
三
二
四
一
頁
（
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
6
）　

松
岡
久
和
「
最
決
平
成
一
一
年
五
月
一
七
日
判
批
」
法
教
二
三
二
号
一
一
三
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）。
こ
の
批
判
の
位
置
に
つ
き
、
水

津
太
郎
「
所
有
権
移
転
型
担
保
に
関
す
る
物
上
代
位
論
の
基
礎
―
ド
イ
ツ
法
に
お
け
るdingliche Surrogation

の
制
度
目
的
の
解

明
―
」
法
政
論
究
六
〇
号
三
九
六
頁
、
四
一
八
頁
注
一
五
（
二
〇
〇
四
年
）。

（
（
）　

道
垣
内
弘
人
『
信
託
法
理
と
私
法
体
系
』
二
〇
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
は
、「
追
及
権
の
法
理
」
と
し
て
物
上
代
位
を
位

置
づ
け
た
う
え
で
、
担
保
物
権
に
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
所
有
者
が
代
位
物
に
対
し
て
な
ん
ら
の
優
先
権
も
有
し
な
い
と

す
る
の
は
「
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
で
あ
る
と
し
て
、「
所
有
者
が
代
位
物
に
対
し
て
物
権
的
な
権
利
を
行
使
し
う
る
こ
と
は
、
民
法
典
の
論

理
内
在
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
説
く
。
具
体
的
な
解
釈
論
に
つ
い
て
は
、
同
・
二
〇
八
―
二
一
一
頁
。

（
8
）　

道
垣
内
弘
人
『
担
保
物
権
法
（
現
代
民
法
Ⅲ
）〔
第
三
版
〕』
三
〇
九
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
（
）　

道
垣
内
・
前
掲
注（
（
）信
託
法
理
と
私
法
体
系
一
九
二
、
一
九
八
―
一
九
九
、
二
〇
七
頁
［
引
用
は
一
九
九
頁
］、
同
・
前
掲
注

（
8
）担
保
物
権
法
（
現
代
民
法
Ⅲ
）
二
九
九
―
三
〇
〇
頁
参
照
。
受
任
者
が
委
任
者
の
財
産
を
受
任
者
の
名
で
第
三
者
に
不
当
処
分
し
た

場
合
や
、
賃
借
人
が
所
有
者
と
し
て
目
的
動
産
を
第
三
者
に
売
却
し
た
場
合
に
、
真
の
所
有
者
で
あ
る
委
任
者
あ
る
い
は
賃
貸
人
は
反
対

給
付
債
権
上
に
優
先
権
を
有
さ
ず
、
他
の
債
権
者
と
の
競
合
に
晒
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
た
だ
し
、
道
垣
内
が
こ
こ
で
、
相
手
方
の
破

産
の
場
面
を
射
程
に
含
め
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
相
手
方
の
債
権
者
が
反
対
給
付
債
権
を
差
し
押
さ
え
た
場
合
に
限
っ

て
で
あ
れ
ば
、
―
―
通
説
を
前
提
と
す
る
限
り
（
後
掲
注（
42
）参
照
）
―
―
こ
の
説
明
は
正
当
で
あ
る
。

（
10
）　

伊
藤
眞
『
破
産
法
・
民
事
再
生
法
〔
第
二
版
〕』
三
二
九
頁
お
よ
び
注
一
九
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
参
照
。
債
権
譲
渡

の
通
知
に
関
し
て
は
、
通
知
を
命
じ
る
確
定
判
決
の
謄
本
ま
た
は
正
本
を
債
務
者
に
呈
示
ま
た
は
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
通
知
が
あ
っ

た
も
の
と
さ
れ
る
（
大
判
昭
和
一
五
年
一
二
月
二
〇
日
民
集
一
九
巻
二
二
一
五
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
山
本
和
彦
＝
中
西
正
＝
笠
井
正

俊
＝
沖
野
眞
已
＝
水
元
宏
典
『
倒
産
法
概
説
〔
第
二
版
〕』
一
八
八
頁
〔
沖
野
眞
已
〕（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、「
形
成
権
と
い
う

構
成
も
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。

（
11
）　

伊
藤
・
前
掲
注（
10
）破
産
法
・
民
事
再
生
法
三
三
〇
頁
。

（
12
）　

会
社
更
生
に
つ
き
、
譲
渡
担
保
権
者
を
更
生
担
保
権
者
に
準
じ
て
処
遇
す
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
、
最
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
八

日
民
集
二
〇
巻
四
号
九
〇
〇
頁
。
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（
13
）　

竹
下
守
夫
編
代
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
破
産
法
』
六
四
条
注
釈
〔
野
村
秀
敏
〕
二
七
二
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。
同
書
の

前
身
、
竹
下
＝
野
村
・
後
掲
注（
22
）注
解
〔
初
版
〕
四
八
三
頁
を
引
き
つ
つ
こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
三
上
威
彦
「
基
本
的
所
有

権
留
保
と
破
産
手
続
（
下
）」
判
タ
五
三
六
号
七
三
頁
（
一
九
八
四
年
）。
そ
の
ほ
か
、
霜
島
甲
一
『
倒
産
法
体
系
』
二
六
六
頁
（
勁
草
書

房
、
一
九
九
〇
年
）
は
、
代
償
的
別
除
権
に
よ
り
物
権
的
保
護
の
延
長
を
図
る
余
地
は
「
広
く
残
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。

（
14
）　

野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
二
七
二
頁
。

（
15
）　

伊
藤
眞
＝
岡
正
晶
＝
田
原
睦
夫
＝
林
道
晴
＝
松
下
淳
一
＝
森
宏
司
『
条
解
破
産
法
』
六
四
条
注
釈
四
四
六
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇

年
）。
そ
の
ほ
か
、
処
分
の
不
当
性
の
要
件
を
詳
論
し
な
い
も
の
と
し
て
、
中
野
貞
一
郎
＝
道
下
徹
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
破
産

法
（
別
冊
法
セ
一
五
一
号
）〔
第
二
版
〕』
九
一
条
注
釈
〔
池
尻
郁
夫
〕
一
四
〇
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

（
16
）　

伊
藤
・
前
掲
注（
10
）破
産
法
・
民
事
再
生
法
三
二
九
頁
。

（
1（
）　

こ
の
問
題
に
つ
き
詳
し
く
は
、
神
崎
克
郎
「
証
券
売
買
委
託
者
の
法
的
地
位
（
一
）」
神
法
一
三
巻
四
号
四
九
二
頁
、
四
九
八
頁
注

八
（
一
九
六
四
年
）［
消
極
］、
大
塚
龍
児
「
委
託
販
売
契
約
」
遠
藤
浩
＝
林
良
平
＝
水
元
浩
監
『
現
代
契
約
法
体
系
第
四
巻
』
四
六
―
四

八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）［
積
極
］。

（
18
）　

川
村
泰
啓
「『
所
有
』
関
係
の
場
で
機
能
す
る
不
当
利
得
制
度
（
一
三
）」
判
評
一
四
四
号
一
一
〇
―
一
一
六
頁
（
一
九
七
一
年
）
は
、

破
産
法
の
構
成
と
破
産
法
学
の
伝
統
的
立
場
に
つ
き
重
要
な
問
題
を
先
駆
的
に
提
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
示
唆
に
富
む
。

（
1（
）　

松
岡
久
和
「『
価
値
追
跡
』
説
の
展
開
と
限
界
」
龍
谷
大
学
法
学
部
創
設
二
十
周
年
記
念
論
文
集
『
法
と
民
主
主
義
の
現
代
的
課
題
』

三
二
二
―
三
五
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）、
同
「
ベ
ー
ル
の
『
価
値
追
跡
』
に
つ
い
て
」
龍
法
二
二
巻
二
号
一
三
三
―
一
九
六
頁

（
一
九
八
九
年
）。

（
20
）　

平
野
裕
之
「
間
接
代
理
（
問
屋
）
を
め
ぐ
る
責
任
財
産
及
び
直
接
訴
権
（
一
）」
慶
應
法
学
一
号
一
一
三
頁
注
一
六
（
二
〇
〇
四
年
）。

（
21
）　

齋
藤
常
三
郎
「
所
謂
代
償
的
取
戻
権
の
原
因
及
其
の
性
質
」
論
叢
四
七
巻
四
号
四
二
五
―
四
五
一
頁
（
一
九
四
二
年
）、
同
「
所
謂

代
償
的
取
戻
権
の
成
立
要
件
」
論
叢
四
八
巻
一
号
一
―
三
五
頁
（
一
九
四
三
年
）。

（
22
）　

斎
藤
秀
夫
＝
鈴
木
潔
＝
麻
上
正
信
編
『
注
解
破
産
法
〔
初
版
〕』
九
一
条
注
釈
〔
竹
下
守
夫
＝
野
村
秀
敏
〕
四
八
〇
―
四
八
五
頁

（
青
林
書
院
、
一
九
八
三
年
）
が
初
出
で
あ
り
、
斎
藤
秀
夫
＝
麻
上
正
信
編
の
改
訂
版
五
二
三
―
五
二
八
頁
（
一
九
九
二
年
）、
改
訂
第
二

版
五
二
三
―
五
二
八
頁
（
一
九
九
四
年
）
ま
で
、
共
著
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
斎
藤
秀
夫
＝
麻
上
正
信
＝
林
屋
礼
二
編
の
第
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三
版
上
巻
六
四
二
―
六
四
七
頁
（
一
九
九
八
年
）
で
は
、
野
村
の
単
独
執
筆
と
な
っ
た
。
新
破
産
法
施
行
後
に
公
刊
さ
れ
た
、
新
六
四
条

に
関
す
る
竹
下
守
夫
編
代
の
野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
二
七
一
―
二
七
四
頁
は
、
注
解
破
産
法
時
代
の
注
釈
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ

る
が
、
ド
イ
ツ
語
論
文
の
引
用
を
す
べ
て
削
除
し
て
お
り
、
典
拠
が
み
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

（
23
）　

さ
ら
に
、
本
稿
で
は
、
思
考
が
ま
だ
詰
め
切
れ
て
い
な
い
た
め
、
以
下
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
棚
上
げ
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

を
付
言
し
て
お
く
。
日
本
で
も
ド
イ
ツ
で
も
、
他
人
物
の
無
権
限
処
分
の
ケ
ー
ス
は
代
償
的
取
戻
権
の
典
型
的
な
適
用
例
で
あ
る
と
み
ら

れ
て
い
る
。
同
権
利
が
こ
の
場
合
を
捕
捉
し
て
い
る
こ
と
は
条
文
上
明
白
で
あ
る
し
、
ま
さ
に
当
該
事
例
に
お
い
て
、
取
戻
権
者
の
救
済

の
必
要
性
が
先
鋭
に
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
不
当
利
得
法
学
の
見
地
か
ら
は
、
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
他
人
物
の
無
権
限
処
分
に
よ
り
生
じ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
、
こ
れ
を
侵
害
利
得
の
視
点
か
ら
捉
え
た
と
し
て
も
、
一
般
実
体

法
上
は
あ
く
ま
で
「
債
権
」
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
所
有
者
は
代
位
物
に
つ
い
て
も
他
の
債
権
者
と
の
競
合
に
晒

さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
割
当
内
容
を
も
つ
権
利
の
典
型
で
あ
る
所
有
権
の
保
障
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
倒

産
実
体
法
に
お
い
て
当
該
債
権
的
請
求
権
に
取
戻
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
で
こ
れ
を
強
化
し
た
の
が
、
代
償
的
取
戻
権
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
物
を
無
権
限
で
処
分
さ
れ
た
所
有
者
の
救
済
は
、
民
法
と
倒
産
実
体
法
が
協
働
す
る
こ
と
で
図
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド

イ
ツ
で
は
近
時
、
倒
産
法
学
の
見
地
か
ら
不
当
利
得
法
学
に
対
し
、
返
還
義
務
の
性
格
（
多
治
川
・
前
掲
注（
1
）売
却
処
分
四
九
〇
頁
が

指
摘
す
る
第
一
な
い
し
第
二
の
論
点
）
に
つ
き
こ
れ
を
代
位
物
の
返
還
で
は
な
く
、（
客
観
的
）
価
値
の
賠
償
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

右
の
ケ
ー
ス
に
代
償
的
取
戻
権
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（K

U
H

N , Ersatz
aussonde rungsrecht (Fn. 38), S. 16616（, 1（（ und S. 164

）。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
代
償
的
取
戻
権
は
、
代
位
物

の
存
在
、
す
な
わ
ち
反
対
給
付
に
対
す
る
請
求
権
お
よ
び
給
付
物
の
返
還
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
取
戻

権
は
、
債
務
者
の
積
極
財
産
が
そ
う
し
た
処
分
に
よ
っ
て
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
処
分
者

が
対
価
を
取
得
す
る
の
に
特
別
な
労
力
を
費
や
し
た
場
合
な
ど
に
つ
き
、
返
還
義
務
の
範
囲
に
制
限
を
く
わ
え
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
も
、
代
位
物
と
し
て
の
性
格
は
失
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
発
点
を
代
位
物
で
は
な
く
目
的
物
の
価
値
に
お

く
な
ら
ば
、
代
償
的
取
戻
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。
価
値
賠
償
に
対
す
る
請
求
権
は
、
債
務
者
の
積
極
財
産
の
増
加
を
要
件
と
す
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
そ
う
す
る
と
、
注
釈
書
に
お
い
てInsO
四
八
条
［
代
償
的
取
戻
権
］
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
六
条
一
項
［
他
人
物
の
無
権
限
処
分
に
よ
る
不
当
利
得
］
は
、
代
償
的
取
戻
権
が
基
礎
と
し
う
る
請
求
権
で
は
な
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く
な
っ
て
し
ま
う
」（S. 16（

）。
他
方
で
、
代
位
物
の
返
還
か
ら
出
発
し
て
そ
の
範
囲
を
制
限
す
る
場
合
に
は
、
代
償
的
取
戻
権
も
そ
の

限
り
に
お
い
て
し
か
認
め
ら
れ
な
い
（S. 166

）。
代
償
的
取
戻
権
は
既
存
の
請
求
権
を
強
化
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ク
ー
ン
の
見

方
に
し
た
が
え
ば
、
返
還
義
務
の
性
格
を
価
値
賠
償
と
捉
え
る
場
合
に
は
、
代
償
的
取
戻
権
は
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
処
分
者

が
破
産
し
た
と
き
に
は
、
所
有
者
は
処
分
者
の
他
の
債
権
者
と
と
も
に
債
権
者
平
等
原
則
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
結
論

は
、
財
貨
帰
属
秩
序
の
基
礎
に
あ
る
評
価
と
か
な
ら
ず
し
も
整
合
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
位
原
則
の
適
用
を
観

念
し
、
適
用
の
際
に
は
「
法
律
行
為
に
よ
る
代
位
物
に
関
し
て
は
、
目
的
物
（
当
初
取
得
し
た
も
の
）
の
客
観
的
価
格
の
限
度
に
お
い
て

の
み
代
位
し
う
る
」
と
解
す
る
（
四
宮
・
前
掲
注（
1
）事
務
管
理
・
不
当
利
得
八
二
頁
）
な
ら
ば
、
そ
の
範
囲
で

0

0

0

0

0

代
償
的
取
戻
権
の
適
用

を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、「
反
対
給
付
の
請
求
権
の
移
転
を
請
求
」（
破
六
四
条
一
項
）
す
る
方
法
が
問
題
と
な
り

う
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
文
言
を
縮
小
解
釈
し
、
反
対
給
付
債
権
の
〝
一
部
〟
譲
渡
の
請
求
と
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
目
的
物
の
客
観
的
価
格
の
限
度
に
お
い
て
…
…
代
位
物
な
る
代
金
（
債
権
）
の
引
渡
を
請
求
し
う
る
」（
四
宮
・
前
掲
注（
1
）事
務
管

理
・
不
当
利
得
一
九
四
―
一
九
五
頁
〔
選
択
的
追
完
の
処
理
と
し
て
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
を
主
張
す
る
〕）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
24
）　

そ
の
ほ
か
、
民
事
再
生
法
五
二
条
二
項
と
会
社
更
生
法
六
四
条
二
項
が
本
条
を
準
用
し
て
い
る
。

（
25
）　

た
だ
し
、
民
法
三
〇
四
条
の
物
上
代
位
で
は
、
行
使
方
法
と
し
て
「
差
押
え
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
代
償
的
取
戻
権
は

差
押
え
に
よ
る
必
要
は
な
く
、
破
産
管
財
人
に
譲
渡
の
意
思
表
示
と
通
知
を
求
め
れ
ば
足
り
る
。
霜
島
・
前
掲
注（
13
）体
系
二
四
七
頁
。

（
26
）　

司
法
省
編
纂
『
改
正
破
産
法
理
由
少
年
法
理
由
合
巻
〔
第
四
版
〕』
三
四
頁
（
中
央
社
、
一
九
二
三
年
）
と
、
池
田
寅
二
郎
政
府
委

員
の
発
言
（
法
律
新
聞
社
編
『
改
正
破
産
法
及
和
議
法
精
義
』
三
二
五
頁
〔
法
律
新
聞
社
、
一
九
二
三
年
〕）
を
み
る
限
り
、
民
法
三
〇

四
条
一
項
た
だ
し
書
と
の
関
係
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
破
産
の
前
後
で
取
扱
い
を
区
別
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
ど

う
か
す
ら
疑
わ
し
い
。

（
2（
）　

司
法
省
編
纂
・
前
掲
注（
26
）改
正
破
産
法
理
由
三
四
頁
。

（
28
）　

松
岡
義
正
『
破
産
法
（
明
治
三
二
年
［
一
八
九
九
年
］）
講
義
完
〔
復
刻
版
〕（
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
二
二
五
）』
一
七
五
頁

（
信
山
社
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）［
ド
イ
ツ
旧
破
産
法
四
六
条
の
引
用
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
自
説
は
財
団
債
権
説
］、
竹
野
竹

三
郎
『
破
産
法
原
論
上
巻
』
三
九
八
頁
（
厳
松
堂
書
店
、
一
九
二
三
年
）［K

ohler, Jaeger

な
ど
に
依
拠
し
た
解
説
］、
青
木
徹
二
『
破

産
法
説
明
』
二
一
八
頁
（
巖
松
堂
書
店
、
一
九
二
三
年
）［「
代
償
的
取
戻
権
（Ersatzaussonderungsrecht

）」
と
い
う
］、
井
上
直
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三
郎
『
破
産
法
綱
要
第
一
巻
〔
増
訂
三
版
〕』
五
四
頁
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
七
年
）〔
初
版
、
一
九
二
五
年
〕［
ド
イ
ツ
学
説
の
参
照
］。

な
お
、
加
藤
正
治
『
破
産
法
講
義
完
〔
訂
正
増
補
一
〇
版
〕』（
巌
松
堂
書
店
・
有
斐
閣
書
房
、
一
九
二
二
年
）
に
は
、
ド
イ
ツ
法
に
関
す

る
特
段
の
引
用
は
な
い
。

（
2（
）　

齋
藤
・
前
掲
注（
21
）原
因
及
其
の
性
質
四
二
九
頁
、
同
・
前
掲
注（
21
）成
立
要
件
二
頁
。
さ
ら
に
、
齋
藤
常
三
郎
『
比
較
破
産
法

論
』
三
九
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
四
〇
年
）。

（
30
）　

小
川
秀
樹
編
著
『
一
問
一
答
新
し
い
破
産
法
』
一
〇
五
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
31
）　

詳
細
は
続
稿
で
取
り
扱
う
た
め
、
解
説
お
よ
び
文
献
の
引
用
は
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
。

（
32
）　Begründung des Rechtsausschuss, abgedruckt in: Bruno M

aria K
Ü

BLER /H
anns P

RÜ
T

T
IN

G  (H
rsg.), D

as neue 
Insolvenzrecht: InsO

/EGInsO
, RW

SD
okum

entation, Bd. 18, 2. A
ufl., K

öln 2002, S. 214.

（
33
）　W

alter G
ERH

A
RD

T , D
er Surrogationsgedanke im

 K
onkursrecht  dargestellt an der Ersatzaussonderung, in: 

K
T

S 1（（0, S. 114.

（
34
）　

§ 55 RegE und Begründung dazu, abgedruckt in: K
Ü

BLER /P
RÜ

T
T

IN
G  (H

rsg.), D
as neue Insolvenzrecht (Fn. 32), 

S. 213214.

（
35
）　A

lbrecht D
IECK

M
A

N
N , Zur Reform

 des Ersatzaussonderungsrechts, in: W
alter G

ERH
A

RD
T /U

w
e D

IED
ERICH

SEN /
Bruno R

IM
M

ELSPA
CH

ER /Jürgen C
O

ST
ED

E  (H
rsg.), Festschrift für W

olfram
 H

enckel zum
 （0. Geburtstag am

 21. A
pril 

1（（5, W
ien/N

ew
 Y

ork 1（（5, S. （5123; ferner H
Ä

SEM
EY

ER , Insolvenzrecht 4 (Fn. 46), Rn. 11.1（, S. 2（1.

（
36
）　V

olker B
EH

R , W
ertverfolgung: Rechtsvergleichende Ü

berlegungen zur A
bgrenzung kollidierender Gläubiger

interessen, A
rbeiten zur Rechtsvergleichung 133, Frankfurt a.M

. 1（86, S. 60（611. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
松
岡
・
前
掲
注

（
1（
）価
値
追
跡
一
八
二
頁
。

（
3（
）　

後
掲
注（
148
）（
14（
）参
照
。

（
38
）　T

om
as K

U
H

N , Ersatzaussonderungsrecht und D
rittw

iderspruchsklage, V
eröffentlichungen zum

 V
erfahrensrecht 

55, T
übingen 2008. 

ク
ー
ン
に
よ
れ
ば
、「
第
三
者
異
議
の
訴
え
をInsO
四
八
条
の
取
戻
権
［
代
償
的
取
戻
権
］
の
規
制
領
域
に
も
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
―
―
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
―
―
そ
も
そ
も
立
ち
入
っ
て
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」（S. 6

）。
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（
3（
）　

§ 60 RegE und Begründung dazu, abgedruckt in: K
Ü

BLER /P
RÜ

T
T

IN
G  (H

rsg.), D
as neue Insolvenzrecht (Fn. 32), 

S. 604.
（
40
）　Begründung des Rechtsausschuss, abgedruckt in: K

Ü
BLER /P

RÜ
T

T
IN

G  (H
rsg.), D

as neue Insolvenzrecht (Fn. 32), 
S. 604.

（
41
）　Jaeger/H

EN
CK

EL , InsO
 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 66, S. 12501252; M
ünchK

om
m

/K
IRCH

H
O

F /L
W

O
W

SK
I /S

T
Ü

RN
ER , InsO

2 
(Fn. 46), V

or 

§§ 4（52, Rn. 1（2, S. 13（4.

（
41
ａ
）　

注
解
破
産
法
で
は
、
野
村
の
単
独
執
筆
に
な
っ
て
か
ら
、
処
分
の
不
当
性
が
新
倒
産
法
で
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
が
補
筆
さ
れ
て
い

る
（
野
村
・
前
掲
注（
22
）注
解
〔
第
三
版
〕
六
四
四
頁
）。
も
っ
と
も
、
―
―
書
物
の
性
格
と
紙
幅
の
制
約
か
ら
や
む
を
え
な
い
が
―
―

当
該
事
実
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
二
七
二
頁
で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
記
述
全
体
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
42
）　

第
一
の
問
題
、
破
産
前
の
譲
渡
と
破
産
後
の
譲
渡
の
不
均
衡
に
つ
い
て
、
問
題
の
所
在
を
示
し
、
拡
張
方
向
―
―
ド
イ
ツ
新
倒
産
法

と
同
様
―
―
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
方
向
を
志
向
す
る
の
は
、
川
村
・
前
掲
注（
18
）「
所
有
」
関
係
の
場
一
一
一
、
一
一
五
頁
。
そ
の
ほ
か
、

旧
破
産
法
九
一
条
と
同
趣
旨
の
旧
会
社
更
生
法
六
六
条
に
つ
き
、
兼
子
一
監
・
三
ケ
月
章
ほ
か
『
条
解
会
社
更
生
法
上
』
六
六
条
注
釈
五

七
三
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
七
三
年
）
は
、
更
生
手
続
開
始
の
前
後
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
る
の
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

「
本
二
項
の
文
言
上
、
右
の
よ
う
に
解
す
る
ほ
か
な
い
」
と
し
て
い
る
。
他
方
、
加
藤
・
前
掲
注（
28
）講
義
完
二
二
一
頁
は
、
旧
破
産
法

の
施
行
前
に
、
制
限
方
向
―
―
政
府
草
案
の
立
場
―
―
が
正
当
で
あ
る
旨
を
主
張
し
て
い
た
。
破
産
宣
告
前
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、

不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
破
産
債
権
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
旧
破
産
法
の
施
行
後
に
は
、
成
文
を
解
説
す
る
に
と
ど

め
て
い
る
（
加
藤
・
後
掲
注（
60
）要
論
二
〇
〇
頁
）。
三
つ
目
の
問
い
、
代
償
的
第
三
者
異
議
の
訴
え
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
名
称
は
と

も
か
く
実
質
的
に
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
、
平
時
実
体
法
学
の
観
点
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
四

宮
・
前
掲
注（
1
）事
務
管
理
・
不
当
利
得
一
八
八
頁
、
大
塚
・
前
掲
注（
1（
）委
託
販
売
四
八
頁
な
ど
、
債
務
者
が
無
資
力
の
場
合
に
つ
き
、

奥
田
昌
道
「
民
法
学
の
あ
ゆ
み
」
法
時
四
九
巻
一
〇
号
一
一
〇
頁
（
一
九
七
七
年
）（
資
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
松
岡
久
和

「
債
権
的
価
値
帰
属
権
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
」
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
年
報
一
六
号
八
七
頁
〔
一
九
八
六
年
〕、
同
・
前
掲
注（
1（
）

価
値
追
跡
一
九
〇
頁
も
参
照
）、
主
観
的
態
様
に
よ
っ
て
区
別
し
、
差
押
債
権
者
が
悪
意
重
過
失
で
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
制
限
す
る
の
は
、

広
中
俊
雄
『
物
権
法
（
現
代
法
律
学
全
集
六
）〔
第
二
版
増
補
〕』
二
六
〇
頁
（
青
林
書
林
、
一
九
八
七
年
）。
最
後
の
問
題
、
代
償
的
別
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除
権
に
つ
き
、
野
村
・
前
掲
注（
22
）注
解
〔
第
三
版
〕
六
四
四
頁
は
、「
わ
が
国
で
は
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、

現
在
で
も
立
ち
入
っ
た
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
43
）　

裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
各
論
的
考
察
を
お
こ
な
う
続
稿
に
て
検
討
す
る
。

（
44
）　

菊
井
維
大
『
破
産
法
概
要
』
八
五
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
五
二
年
）、
小
野
木
常
＝
中
野
貞
一
郎
『
強
制
執
行
法
・
破
産
法
講
義
〔
増

補
版
〕』
二
三
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）、
中
田
淳
一
『
破
産
法
・
和
議
法
（
法
律
学
全
集
三
七
）』
一
二
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九

五
九
年
）、
兼
子
一
『
強
制
執
行
法
・
和
議
法
（
法
律
学
講
座
双
書
）〔
新
版
〕』
二
〇
二
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
六
四
年
）、
山
木
戸
克
己

『
破
産
法
（
現
代
法
律
学
全
集
二
四
）』
一
五
九
頁
（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
四
年
）、
谷
口
保
平
『
倒
産
処
理
法
（
現
代
法
学
全
集
）

〔
第
二
版
〕』
二
一
五
頁
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
）、
林
屋
礼
二
『
破
産
法
講
話
―
破
産
手
続
の
理
論
と
実
際
』
一
〇
二
頁
（
信
山
社
、

一
九
九
八
年
）、
中
島
弘
雅
『
体
系
倒
産
法
Ｉ
〔
破
産
・
特
別
清
算
〕』
四
三
六
頁
（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
加
藤
哲
夫
『
破
産

法
（
法
律
学
講
義
シ
リ
ー
ズ
）〔
第
六
版
〕』
二
一
八
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）、
伊
藤
・
前
掲
注（
10
）破
産
法
・
民
事
再
生
法
三
二

九
頁
、
注
釈
書
で
は
、
池
尻
・
前
掲
注（
15
）基
本
法
一
四
〇
頁
、
野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
二
七
一
頁
、
伊
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）

条
解
四
六
四
頁
。

（
45
）　

後
掲
注（
51
）な
い
し
後
掲
注（
54
）を
参
照
。

（
46
）　Ludw

ig H
Ä

SEM
EY

ER , Insolvenzrecht, 4. A
ufl., K

öln ua 200（, Rn. 11.1（, S. 2（1; Gottw
ald InsolvenzrechtsH

and
buch, 4. A

ufl., M
ünchen 2010, 

§ 41 [Peter G
O

T
T

W
A

LD /Jens A
D

O
LPH

SEN ], Rn. 2, S. 663; O
thm

ar JA
U

ERN
IG /Christian 

B
ERGER , Zw

angsvollstreckungs und Insolvenzrecht, Ein Studienbuch, M
ünchen 2010, 

§ 44, Rn. 1（20, S. 181182; 
U

lrich F
O

ERST
E , Insolvenzrecht, Grundrisse des Rechts, 5. A

ufl., M
ünchen 2010, 

§ 23, Rn. 364, S. 1（6; Reinhard 
B

O
RK , Einführung in das Insolvenzrecht, JZSchriftenreihe, H

. 5, 4. A
ufl., T

übingen 2012, Rn. 244, S. 154; ferner 
Bruno M

. K
Ü

BLER /H
anns P

RÜ
T

T
IN

G /Reinhard B
O

RK  (H
rsg.), InsO

: K
om

m
entar zur Insolvenzordnung, K

öln 2013, 

§ 48 [H
anns P

R
Ü

T
T

IN
G ] [Stand: 1（（（], R

n. 3, S. 2; W
olfram

 H
E

N
C

K
E

L /W
alter G

E
R

H
A

R
D

T  (H
rsg.), Jaeger 

Insolvenzordnung: Großkom
m

entar, Bd. 1, 1. A
ufl., Berlin 2004, 

§ 48 [W
olfram

 H
EN

CK
EL ] [Stand: 2003], Rn. 3 a.E., S. 

1223; M
ünchener K

om
m

entar zur Insolvenzordnung, Bd. 1, 2. A
ufl., M

ünchen 200（, 

§ 48 [H
ans Gerhard G

A
N

T
ER ], 

Rn. 2, S. 1301; H
arald H

ESS , Insolvenzrecht: Großkom
m

entar in drei Bänden, C.F.M
üllerW

irtschaftsrecht, Bd. 1, 
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H

eidelberg ua 200（, 

§ 48, Rn. 2, S. 1052; W
ilhelm

 U
H

LEN
BRU

CK /H
eribert H

IRT
E /H

einz V
A

LLEN
D

ER , Insolvenz
ordnung: K

om
m

entar, 13. A
ufl., M

ünchen 2010, 

§ 48 [M
oritz B

RIN
K

M
A

N
N ], Rn. 1, S. 845; K

laus W
IM

M
ER  (H

rsg.), FK


InsO
  Frankfurter K

om
m

entar zur Insolvenzordnung, 6. A
ufl., K

öln 2011, 

§ 48 [Frank IM
BERGER ], Rn. 1, S. 5（0; 

Gerhart K
REFT  (H

rsg.), Insolvenzordnung (InsO
), 6. A

ufl., H
eidelberg 2011, 

§ 48 [Ilse  L
O

H
M

A
N

N ], Rn. 1, S. 482; 
A

ndreas S
CH

M
ID

T  (H
rsg.), H

am
burger K

om
m

entar zum
 Insolvenzrecht, 3. A

ufl., H
am

burg 200（, 

§ 48 [O
laf 

B
Ü

CH
LER ], Rn. 1, S. 603.

（
4（
）　H

arry H
O

CH
M

U
T

H , D
ie Ersatzaussonderung, Leipziger rechtsw

issenschaftliche Studien 63, Leipzig 1（31, S. 61. 

（
48
）　U

lf G
U

N
D

LA
CH , D

er Ersatzaussonderungsberechtigte, Europäische H
ochschulschriften: Reihe 2, Rechtsw

issen
schaft 1638, Frankfurt a.M

. u.a. 1（（4, S. 2231.

（
4（
）　W

. S
T

IEGLIT
Z , D

ie K
onkursordnung für das D

eutsche Reich nebst dem
 Einführungsgesetze und dem

 
W

ürttem
bergischen A

usführungsgesetze, T
übingen 18（（, 

§ 38, S. 242; Lothar S
EU

FFERT , D
eutsches K

onkurs
prozeßrecht, System

atisches H
andbuch der deutschen Rechtsw

issenschaft, A
bt. （, T

eil 3, Leipzig 18（（, 

§ 1（, S. 100; 
ferner vgl. O

tto Fhrn. V
O

N  V
Ö

LD
ERN

D
O

RFF , D
ie K

onkursordnung für das D
eutsche Reich nebst dem

 Einführungs
gesetz und dem

 Reichsgesetz vom
 21. Juli 18（（, betr. die A

nfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners 
ausserhalb des K

onkursverfahrens, Bd. 1, Erlangen 1884, 

§ 38, S. 48648（, 4（0.

（
50
）　S

EU
FFERT , D

eutsches K
onkursprozeßrecht (Fn. 4（), S. 100. 

（
51
）　H

ELLW
IG , Erw

eiterung des Eigentum
sschutzes durch persönliche A

nsprüche, m
it besonderer Beziehung auf 

§ 
38 (jetzt 

§ 46) K
O

, in: A
cP, Bd. 68 (18（5), S. 21（253, 24（.

（
52
）　H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. （3.

（
53
）　G

U
N

D
LA

CH , D
er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 3（.

（
54
）　Friedrich L

EN
T , Jaeger K

onkursordnung m
it Einführungsgesetzen, Bd. 1, 8. A

ufl., Berlin 1（58, 

§ 46, Rn. 4, S. 
66（; Georg K

U
H

N /W
ilhelm

 U
H

LEN
BRU

CK , K
onkursordnung: K

om
m

entar, 11. A
ufl., M

ünchen 1（（4, 

§ 46, Rn. 1, S. （83; 
H

arald H
ESS , K

om
m

entar zur K
onkursordnung, 5. A

ufl., N
euw

ied ua 1（（5, 

§ 46, Rn. 1, S. 631; Joachim
 K

ILGER /
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K
arsten S

CH
M

ID
T , Insolvenzgesetze  K

O
, V

erglO
, GesO

, Beckʼsche K
urzkom

m
entare, Bd. 2（, 1（. A

ufl., M
ünchen 

1（（（, 

§ 46, A
nm

. 1, S. 255.
（
55
）　Friedrich O

ET
K

ER , K
onkursrechtliche Problem

e und neuere K
onkursliteratur, in: ZZP, Bd. 25 (18（（), S. 1（（, （1

（（; Johannes B
RÜ

CK
N

ER , D
er 

§ 46 der K
onkursordnung, Leipzig 1（04; Josef S

CH
N

EID
ER , D

er sog. Ersatzaussonde
rungsanspruch im

 K
onkurse, N

eisse 1（10; Georg D
A

N
K

ER , D
ie rechtliche N

atur der Surrogatansprüche des 

§ 46 
R.K

.O
., W

ürzburg 1（21. 

分
析
に
つ
い
て
は
、G

U
N

D
LA

CH , D
er Ersatzaussonder ungsberechtigte (Fn. 48), S. 232（

が
優
れ

て
い
る
。

（
56
）　S

CH
N

EID
ER , D

er sog. Ersatzaussonderungsanspruch (Fn. 55), S. 383（ und B
RÜ

CK
N

ER , D
er 

§ 46 der K
onkursord

nung (Fn. 55), S. 3840.

（
5（
）　O

tto v
O

N  S
A

RW
EY , D

ie K
onkursO

rdnung für das D
eutsche Reich vom

 10. Februar 18（（, D
ie Justizgebung des 

deutschen Reiches, 1. A
bthlg., Bd. 1, Berlin 18（（, 

§ 38, A
nm

. 1, S. 254; H
erm

ann F
IT

T
IN

G , D
as ReichsK

onkursrecht 
und K

onkursverfahren, 2. A
ufl., Berlin 1881, 

§ 23, S. 204; W
ilhelm

 E
N

D
EM

A
N

N , D
as deutsche K

onkursverfahren: 
System

atisch dargestellt, Leipzig 188（, 
§ 58, S. 348; Fritz S

CH
U

LZ , System
 der Rechte auf den Eingriffserw

erb, in: 
A

cP, Bd. 105 (1（0（), S. 148（, 404.

（
58
）　

松
岡
・
前
掲
注（
28
）講
義
完
一
七
五
、
一
八
〇
頁
。

（
5（
）　

加
藤
・
前
掲
注（
28
）講
義
完
二
二
一
頁
。
た
だ
し
、
破
産
宣
告
前
の
取
得
は
す
べ
て
不
当
利
得
に
よ
る
破
産
債
権
を
構
成
す
る
と
し

て
い
た
。

（
60
）　

竹
野
・
前
掲
注（
28
）原
論
上
巻
三
九
八
頁
、
青
木
・
前
掲
注（
28
）説
明
二
一
八
頁
、
井
上
・
前
掲
注（
28
）綱
要
第
一
巻
五
三
頁
、
斎

藤
常
三
郎
『
日
本
破
産
法
』
二
三
〇
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
三
三
年
）、
金
澤
潔
『
破
産
法
〔
実
体
規
定
〕』
一
七
四
頁
（
厳
松
堂
書
店
、
一

九
三
三
年
）、
加
藤
正
治
『
破
産
法
要
論
〔
第
一
二
版
〕』
二
〇
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）〔
初
版
、
一
九
三
四
年
〕［
施
行
前
の
見

解
（
前
掲
注（
5（
）参
照
）
を
現
行
法
の
説
明
に
あ
ら
た
め
て
い
る
］。

（
61
）　

齋
藤
・
前
掲
注（
21
）原
因
及
其
の
性
質
四
三
五
―
四
四
一
頁
参
照
。

（
62
）　

条
文
訳
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
・
前
掲
注（
21
）原
因
及
其
の
性
質
四
三
七
―
四
三
八
頁
参
照
。
な
お
、
プ
ロ
イ
セ
ン
破
産
法
二
八
条
は
、
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取
戻
し
の
目
的
物
が
破
産
中
に
売
却
さ
れ
た
と
き
は
、
代
金
未
回
収
の
範
囲
に
お
い
て
、「
売
却
代
金
の
譲
渡
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
売
却
代
金
債
権
が
権
利
者
に
法
上
当
然
に
移
転
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。
取
戻
権
者
は
破

産
管
財
人
に
対
し
て
同
債
権
の
移
転
を
請
求
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
三
〇
条
）。

（
63
）　

一
項
に
よ
れ
ば
、「
取
戻
権
者
カ
其
権
利
ヲ
行
使
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
既
ニ
取
戻
権
ノ
目
的
物
ノ
譲
渡
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
反
対
給
付

ト
シ
テ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
カ
破
産
財
団
中
ニ
存
ス
ル
場
合
ニ
限
リ
取
戻
権
者
ハ
財
団
債
権
者
ト
シ
テ
其
給
付
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」。
こ

れ
に
対
し
、
加
藤
・
前
掲
注（
28
）講
義
完
二
二
一
頁
は
、
宣
告
前
の
取
得
と
宣
告
後
の
取
得
を
区
別
し
な
い
草
案
の
態
度
を
、「
立
法
論

ト
シ
テ
ハ
不
当
ナ
リ
」
と
し
、
宣
告
前
に
反
対
給
付
が
回
収
さ
れ
て
い
た
場
合
を
破
産
債
権
と
し
て
規
律
す
る
旧
破
産
法
の
規
定
を
、
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
て
い
た
。
な
お
、
二
項
に
よ
れ
ば
、「
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
譲
受
人
カ
未
タ
反
対
給
付
ヲ
為
サ
サ

ル
ト
キ
ハ
取
戻
権
者
ハ
其
反
対
給
付
ニ
付
キ
当
然
譲
渡
人
ニ
代
位
ス
」
と
さ
れ
る
。

（
64
）　M

otive, S. 186, in: K
arl H

A
H

N , D
ie gesam

m
ten M

aterialien zur K
onkursordnung und dem

 Einführungsgesetz 
zu derselben vom

 1. Febr. 18（（, sow
ie zu dem

 Gesetze, betreffend die A
nfechtung von Rechtshandlungen eines 

Schuldners außerhalb des K
onkursverfahrens, vom

 21. Juli 18（（, Berlin 1881, S. 186. 

こ
の
理
由
書
の
翻
訳
と
し
て
、
荒

木
隆
男
「
一
八
七
四
年
ド
イ
ツ
破
産
法
草
案
理
由
書
（
七
）
―
取
戻
権
―
」
亜
法
二
六
巻
二
号
一
八
九
―
二
一
〇
頁
（
一
九
九
一
年
）。

判
例
通
説
も
、
破
産
前
に
債
務
者
が
反
対
給
付
を
回
収
し
た
と
き
に
は
、
取
戻
権
者
は
給
付
物
を
求
め
る
請
求
権
を
破
産
債
権
と
し
て
行

使
す
る
ほ
か
な
い
と
し
て
い
た
。RGZ （4, 25; Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, Rn. 12, S. 6（4. 

も
っ
と
も
、
既
述
の
よ
う
に
、

現
行
倒
産
法
で
は
、
こ
の
場
合
に
も
―
―
識
別
可
能
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
限
り
―
―
代
償
的
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
。

（
65
）　

た
だ
し
、
日
本
で
は
、
破
産
前
の
回
収
の
事
案
で
も
、
取
戻
権
者
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
財
団
債
権
（
破
一
四
八
条
一
項
五

号
）
と
し
て
行
使
で
き
る
と
す
る
有
力
見
解
が
あ
る
。
山
木
戸
・
前
掲
注（
44
）破
産
法
一
五
九
頁
、
林
屋
・
前
掲
注（
44
）講
話
一
〇
二
頁
、

加
藤
・
前
掲
注（
44
）破
産
法
二
一
八
頁
な
ど
。
し
か
し
、
通
説
は
、
同
請
求
権
は
破
産
手
続
開
始
前
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
財

団
債
権
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
二
七
二
頁
、
伊
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）条
解
四
六
五
頁
、
中
島
・

前
掲
注（
44
）体
系
四
三
八
頁
注
四
一
、
伊
藤
・
前
掲
注（
10
）破
産
法
・
民
事
再
生
法
三
三
〇
頁
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
旧
法
と
の
関

係
を
含
め
、
本
間
靖
樹
「
代
償
的
取
戻
権
」
山
本
克
己
＝
山
本
和
彦
＝
瀬
戸
英
雄
編
『
新
破
産
法
の
理
論
と
実
務
』
三
五
三
頁
（
判
例
タ

イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
八
年
）。
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（
66
）　S

CH
N

EID
ER , D

er sog. Ersatzaussonderungsanspruch (Fn. 55), S. 31; G
U

N
D

LA
CH , D

er Ersatzaussonderungs
berechtigte (Fn. 48), S. 3132.

（
6（
）　M

otive, S. 18（, in: H
A

H
N , D

ie gesam
m

ten M
aterialien zur K

onkursordnung (Fn. 64), S. 183.

（
68
）　M

otive, S. 185186, in: H
A

H
N , D

ie gesam
m

ten M
aterialien zur K

onkursordnung (Fn. 64), S. 182183.

（
6（
）　M

otive, S. 186, in: H
A

H
N , D

ie gesam
m

ten M
aterialien zur K

onkursordnung (Fn. 64), S. 183.

（
（0
）　V

gl. S
CH

N
EID

ER , D
er sog. Ersatzaussonderungsanspruch (Fn. 55), S. 3132; H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaussonderung 
(Fn. 4（), S. 666（; G

U
N

D
LA

CH , D
er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 2021.

（
（1
）　G

U
N

D
LA

CH , D
er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 32; Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, Rn. 4, S. 66（; 

齋
藤
・
前
掲
注（
21
）原
因
及
其
の
性
質
四
三
七
頁
。

（
（2
）　H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. （0; Jaeger /L
EN

T , K
O

8 (Fn. 54), 

§ 46, Rn. 4, S. 66（.

（
（3
）　H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. （0; G
U

N
D

LA
CH , D

er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 
363（; Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, Rn. 4, S. 66（..

（
（4
）　S

CH
N

EID
ER , D

er sog. Ersatzaussonderungsanspruch (Fn. 55), S. 2（28; H
O

CH
M

U
T

H , D
ie Ersatzaussonderung (Fn. 

4（), S. 6（; G
U

N
D

LA
CH , D

er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 34, vgl. auch S. 32; 

齋
藤
・
前
掲
注（
21
）原
因
及

其
の
性
質
四
三
五
頁
。

（
（5
）　

こ
の
点
は
、H
O

CH
M

U
T

H , D
ie Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. 6（ Fn. 1. 

な
お
、V

O
N  V

Ö
LD

ERN
D

O
RFF , D

ie K
onkurs

ordnung (Fn. 4（), 

§ 38, S. 48648（, 4（0

は
、
財
団
債
権
説
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（G

U
N

D
LA

CH , D
er Ersatzaussonderungs

berechtigte (Fn. 48), S. 22

）。
し
か
し
、
フ
ェ
ル
デ
ル
ン
ド
ル
フ
は
本
文
に
述
べ
た
問
題
を
考
慮
し
て
、
破
産
管
財
人
が
手
続
開
始
後

に
取
戻
権
の
目
的
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
取
戻
権
者
は
財
団
債
権
者
に
な
る
と
み
て
い
る
。
他
方
で
、
破
産
者
が
手
続
開
始
前

に
そ
う
し
た
目
的
物
を
譲
渡
し
て
い
た
場
合
に
は
、
―
―
反
対
給
付
が
未
回
収
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
明
確
な
叙
述
を
欠
く
（
§ 38, S. 

48（

）
が
、
一
般
に
―
―
取
戻
権
者
は
破
産
債
権
者
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
と
み
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
う
で
あ

る
な
ら
、
フ
ェ
ル
デ
ル
ン
ド
ル
フ
に
も
二
元
説
に
対
す
る
の
と
同
様
の
批
判
が
妥
当
し
よ
う
。
Ｋ
Ｏ
四
六
条
は
、
権
利
の
性
質
を
統
一
的

な
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
（6
）　H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. （1; G
U

N
D

LA
CH , D

er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 
3（; Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§46, A
nm

. 1, S. 66（, A
nm

. 4, S. 66（. 
（
（（
）　

司
法
省
編
纂
・
前
掲
注（
26
）改
正
破
産
法
理
由
三
四
頁
。

（
（8
）　

法
律
新
聞
社
編
・
前
掲
注（
26
）改
正
破
産
法
及
和
議
法
精
義
三
二
五
頁
。

（
（（
）　

前
掲
注（
60
）参
照
。

（
80
）　

松
岡
・
前
掲
注（
28
）講
義
完
一
七
六
頁
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
評
し
て
こ
の
よ
う
に
い
う
。

（
81
）　Jaeger/H

EN
CK

EL , InsO
 (Fn. 46), 

§ 4（, Rn. 15, S. 1142

［
原
典
で
は
強
調
文
］.

（
82
）　

三
ケ
月
章
「
特
定
物
引
渡
訴
訟
に
お
け
る
占
有
承
継
人
の
地
位
」
同
『
民
事
訴
訟
法
研
究
第
一
巻
』
二
九
九
―
三
〇
一
頁
（
有
斐
閣
、

一
九
六
二
年
）〔
初
出
、
一
九
六
一
年
〕、
同
『
民
事
執
行
法
（
法
律
学
講
座
双
書
）』
一
四
七
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
っ
て
、

日
本
で
も
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
区
別
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
三
ケ
月
に
よ
れ
ば
、「
背
後
に
物
権
を
担
う
債
権
的
請
求
権
」、

す
な
わ
ち
物
権
的
請
求
権
と
競
合
し
う
る
関
係
に
た
つ
債
権
的
請
求
権
が
、「
取
戻
請
求
権
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る

と
、
本
文
に
挙
げ
た
転
貸
人
の
事
例
の
よ
う
に
、
債
務
者
の
責
任
財
産
に
属
さ
な
い
目
的
物
の
返
還
を
、
目
的
物
上
に
物
権
を
有
し
な
い

者
が
債
権
に
基
づ
き
請
求
す
る
場
合
に
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
同
じ
よ
う
に
三
ケ
月
の
定
式
の

狭
さ
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
中
野
貞
一
郎
『
民
事
執
行
法
（
現
代
法
律
学
全
集
二
三
）〔
増
補
新
訂
六
版
〕』
三
三
二
頁
注
一
七
（
青

林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。
本
文
で
は
、
ド
イ
ツ
の
現
在
の
一
般
的
な
理
解
に
し
た
が
っ
て
い
る
。V

gl. Jaeger/H
EN

CK
EL , InsO

 (Fn. 
46), 

§ 4（, Rn. 15, S. 1142.

（
83
）　S

CH
N

EID
ER , D

er sog. Ersatzaussonderungsanspruch (Fn. 55), S. 38, ferner S. 363（. V
gl. auch O

ET
K

ER , K
onkurs

rechtliche Problem
e (Fn. 55), S. （2; B

RÜ
CK

N
ER , D

er 
§ 46 der K

onkursordnung (Fn. 55), S. 383（; D
A

N
K

ER , D
ie recht

liche N
atur (Fn. 55), S. 55.

（
84
）　O

ET
K

ER , K
onkursrechtliche Problem

e (Fn. 55), S. （2; S
CH

N
EID

ER , D
er sog. Ersatzaussonderungsanspruch (Fn. 

55), S. 3（. 

（
85
）　G

U
N

D
LA

CH , D
er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 34.

（
86
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
松
岡
久
和
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
追
及
の
法
理
と
特
定
性
」
林
良
平
先
生
献
呈
『
現
代
に
お
け
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る
物
権
法
と
債
権
法
の
交
錯
』
三
五
七
―
三
九
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）。

（
8（
）　V

or allem
 vgl. U

lf G
U

N
D

LA
CH , D

ie „U
nterscheidbarkeit

“ im
 A

ussonderungsrecht, in: D
ZW

iR 1（（8, S. 121（.
（
88
）　H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. 68, （2; G
U

N
D

LA
CH , D

er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 
48), S. 33, 35. 

（
8（
）　

川
村
・
前
掲
注（
18
）「
所
有
」
関
係
の
場
一
一
〇
頁
。

（
（0
）　Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 1, S. 66（. 

（
（1
）　Statt vieler Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 1, S. 66（ und A
nm

. 4, S. 66（.

（
（2
）　Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 4, S. 66（; K
ILGER /S

CH
M

ID
T , Insolvenzgesetze

1（ (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 1, S. 
255; M

ünchK
om

m
/G

A
N

T
ER , InsO

2 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 5, S. 1302; H
ESS , InsO

 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 12, S. 1053; Gottw
ald/

G
O

T
T

W
A

LD /A
D

O
LPH

SEN , InsO
4 (Fn. 46), 

§ 41, Rn. 3, S. 663; K
reft/L

O
H

M
A

N
N , InsO

6 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 1, S. 482.

（
（3
）　S

CH
N

EID
ER , D

er sog. Ersatzaussonderungsanspruch (Fn. 55), S. 38; D
A

N
K

ER , D
ie rechtliche N

atur (Fn. 55), S. 58.

（
（4
）　

齋
藤
・
前
掲
注（
21
）原
因
及
其
の
性
質
四
四
一
頁
。

（
（5
）　

竹
野
・
前
掲
注（
28
）原
論
上
巻
四
〇
〇
頁
。

（
（6
）　Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, Rn. 4, S. 66（; K
ILGER /S

CH
M

ID
T , Insolvenzgesetze

1（ (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 1, S. 255. 

竹
野
・
前
掲
注（
28
）原
論
上
巻
四
〇
〇
頁
はJaeger
に
し
た
が
う
。

（
（（
）　H

ESS , InsO
 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 12, S. 1053; Gottw
ald/G

O
T

T
W

A
LD /A

D
O

LPH
SEN , InsO

4 (Fn. 46), 

§ 41, Rn. 3, S. 
663; K

reft/L
O

H
M

A
N

N , InsO
6 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 1, S. 482.

（
（8
）　M

ünchK
om

m
/G

A
N

T
ER , InsO

2 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 5, S. 1302; ferner D
ERS ., Ersatzaussonderung und Ersatzabsonde

rung (Fn. 134), S. 2.

（
（（
）　

加
藤
・
前
掲
注（
60
）要
論
二
〇
〇
頁
。

（
100
）　

旧
破
産
法
九
一
条
を
準
用
す
る
旧
和
議
法
五
条
に
関
し
、
麻
上
正
信
＝
谷
口
安
平
編
『
注
解
和
議
法
（
注
解
民
事
手
続
法
一
）』
五

条
注
釈
〔
鈴
木
重
勝
〕
四
九
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
八
五
年
）。
改
訂
版
・
一
九
九
三
年
も
同
様
（
四
九
頁
）。

（
101
）　

羽
田
忠
義
『
現
代
破
産
法
』
二
四
七
―
二
四
八
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
二
年
）。
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（
102
）　

竹
下
＝
野
村
・
前
掲
注（
22
）注
解
四
八
〇
―
四
八
一
頁
か
ら
、
同
・
前
掲
注（
22
）注
解
〔
改
訂
第
二
版
〕
五
三
二
頁
ま
で
、
同
様
の

記
述
。

（
103
）　Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 3, S. 668.
（
104
）　

野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
二
七
二
頁
。
な
お
、
野
村
・
前
掲
注（
22
）注
解
上
巻
〔
第
三
版
〕
六
四
二
頁
、
同
・
取
戻
権
前
注
五

六
五
頁
は
、
旧
版
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
た
う
え
で
、
反
対
説
に
よ
る
と
、
代
償
的
取
戻
権
の
例
外
的
性
格
が
曖
昧
に
な
り
、
適
用

範
囲
が
不
当
に
拡
張
さ
れ
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
と
批
判
し
て
い
た
。

（
105
）　

旧
破
産
法
九
一
条
と
同
趣
旨
の
旧
会
社
更
生
法
六
六
条
に
つ
き
、
宮
脇
幸
彦
＝
井
関
浩
＝
山
口
和
男
編
『
注
解
会
社
更
生
法
（
注
解

民
事
手
続
法
二
）』
六
六
条
注
釈
〔
西
澤
宗
英
〕
二
二
一
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
八
六
年
）。

（
106
）　

現
行
破
産
法
六
四
条
を
準
用
す
る
民
事
再
生
法
五
二
条
の
注
釈
と
し
て
、
園
尾
隆
司
＝
小
林
秀
之
編
『
条
解
民
事
再
生
法
〔
第
三

版
〕』
五
二
条
注
釈
〔
原
強
〕
二
六
三
頁
注
一
、
二
二
七
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）。
そ
の
ほ
か
、
原
強
「
更
生
手
続
に
お
け
る
特
別

の
取
戻
権
と
そ
の
行
使
」
判
タ
八
六
六
号
二
二
〇
頁
（
一
九
九
五
年
）。

（
10（
）　

栗
田
陸
雄
「
代
償
的
取
戻
権
」
判
タ
八
三
〇
号
二
二
頁
（
一
九
九
四
年
）。

（
108
）　

鈴
木
・
前
掲
注（
100
）注
解
和
議
法
四
九
頁
、
同
・
前
掲
注（
100
）注
解
和
議
法
〔
改
訂
版
〕
四
九
頁
。

（
10（
）　

齋
藤
・
前
掲
注（
21
）原
因
及
其
の
性
質
四
四
一
頁
。

（
110
）　

栗
田
・
前
掲
注（
10（
）代
償
的
取
戻
権
二
二
頁
、
原
・
前
掲
注（
106
）更
生
手
続
二
二
〇
頁
。

（
111
）　RGZ 115, 262, 264; BGH

 N
JW

 1（（5, 2（83, 2（8（; Jaeger /L
EN

T , K
O

8 (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 3, S. 668; K
U

H
N /

U
H

LEN
BRU

CK , K
O

11 (Fn. 54), 

§ 46, Rn. 2, S. （84; H
ESS , K

O
5 (Fn. 54), 

§ 46, Rn. 1, S. 631; K
ILGER /S

CH
M

ID
T , Insolvenz

gesetze
1（ (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 1, S. 255; H
ESS , InsO

 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 12, S. 1053.

（
112
）　H

Ä
SEM

EY
ER , Insolvenzrecht 4 (Fn. 46), Rn. 11.20, S. 2（2 Fn. （2; K

übler/Prütting/Bork/P
RÜ

T
T

IN
G , InsO

 (Fn. 46), 

§ 
48, Rn. 4, S. 2; Jaeger/H

EN
CK

EL , InsO
 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 3, S. 1223; M
ünchK

om
m

/G
A

N
T

ER , InsO
2 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. （, 
S. 1303, Rn. 43 a, S. 1314; H

ESS , InsO
 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 3, S. 1052; U
hlenbruck/B

RIN
K

M
A

N
N , InsO

13 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 
1, S. 845; Gottw

ald/G
O

T
T

W
A

LD /A
D

O
LPH

SEN , InsO
4 (Fn. 46), 

§ 41, Rn. 2, S. 663; FK
InsO

/IM
BERGER , InsO

 (Fn. 46), 

§ 48, 
Rn. 2, S. 5（0.
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（
113
）　H

ELLW
IG , Erw

eiterung des Eigentum
sschutzes (Fn. 51), S. 240241; E

N
D

EM
A

N
N , D

as deutsche K
onkursverfahren 

(Fn. 5（), 

§ 58, S. 34（; Felix S
IEBU

RG , D
as A

ussonderungsrecht m
it A

usschluß des V
erfolgungsrechts, BornaLeipzig 

1（06, S. 48; Paul M
A

RK
O

W
IT

Z , Erw
eiterungen und Beschränkungen des A

ussonderungsrechtes: 

§§ 46 und 45 der 
K

onkursO
rdnung, Breslau 1（0（, S. 6（.

（
114
）　H

ELLW
IG , Erw

eiterung des Eigentum
sschutzes (Fn. 51), S. 221, 241.

（
115
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
前
提
を
も
踏
ま
え
た
緻
密
な
分
析
と
し
て
、
藤
原
・
後
掲
注（
12（
）無
権
限
者
（
一
）
五
七
四
―
五

八
六
頁
。

（
116
）　H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. 26. 

（
11（
）　G

U
N

D
LA

CH , D
er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 3（; K

U
H

N , Ersatzaussonderungsrecht (Fn. 38), S. 
1011. 

こ
れ
に
対
し
て
、H

ELLW
IG , Erw

eiterung des Eigentum
sschutzes (Fn. 51), S. 242; H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaus
sonderung (Fn. 4（), S. 26

は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
理
由
書
か
ら
は
答
え
を
引
き
出
せ
な
い
と
し
て
い
た
。

（
118
）　M

otive, S. 185, in: H
A

H
N , D

ie gesam
m

ten M
aterialien zur K

onkursordnung (Fn. 64), S. 182. 

（
11（
）　M

otive, S. 186, in: H
A

H
N , D

ie gesam
m

ten M
aterialien zur K

onkursordnung (Fn. 64), S. 183. 

（
120
）　Begründung des Rechtsausschuss, abgedruckt in: K

Ü
BLER /P

RÜ
T

T
IN

G  (H
rsg.), D

as neue Insolvenzrecht (Fn. 32), 
S. 214.

（
121
）　

司
法
省
編
纂
・
前
掲
注（
26
）改
正
破
産
法
理
由
三
四
頁
。

（
122
）　H

O
CH

M
U

T
H , D

ie Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. 262（; G
U

N
D

LA
CH , D

er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 
48), S. 40; K

U
H

N , Ersatzaussonderungsrecht (Fn. 38), S. 10. 

（
123
）　M
ünchK

om
m

/G
A

N
T

ER , InsO
2 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 43a, S. 1314.

（
124
）　

竹
野
・
前
掲
注（
28
）原
論
上
巻
三
九
九
頁
。

（
125
）　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
ド
イ
ツ
で
も
こ
れ
ま
で
立
ち
入
っ
た
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
現
在
で
はK

U
H

N , Ersatz
aus sonderungsrecht (Fn. 38), T

eil I

に
よ
っ
て
徹
底
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。 

（
126
）　

野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
二
七
二
頁
、
伊
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）条
解
四
六
四
―
四
六
五
頁
。
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（
12（
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
藤
原
正
則
「
無
権
限
者
に
よ
る
他
人
の
物
の
処
分
と
他
人
の
債
権
の
取
立
に
よ
る
不
当
利
得
（
一
）
～

（
四
・
完
）
―
自
己
の
権
利
領
域
へ
の
無
権
利
者
に
よ
る
干
渉
に
対
す
る
反
動
的
請
求
―
」
北
法
五
九
巻
二
号
四
三
―
一
〇
〇
頁
、
三
号

一
〇
七
―
一
六
六
頁
、
四
号
二
五
―
七
九
頁
、
五
号
一
―
五
七
頁
（
二
〇
〇
八
―
二
〇
〇
九
年
）。 

（
128
）　K

U
H

N , Ersatzaussonderungsrecht (Fn. 38), S. 15. 
（
12（
）　

こ
の
文
脈
で
は
、
前
掲
注（
23
）の
問
題
も
参
照
。

（
130
）　

竹
内
康
二
「
破
産
と
取
戻
権
」
麻
上
正
信
監
『
新
版
破
産
法
―
実
務
と
理
論
の
問
題
点
―
（
金
融
商
事
判
例
別
冊
二
号
）』
二
二
三

頁
（
経
済
法
令
研
究
会
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
131
）　

齋
藤
・
前
掲
注（
21
）原
因
及
其
の
性
質
四
四
〇
頁
は
、H

ochm
uth

に
依
拠
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
時
代
の
制
約
か
ら
、
物
上
代

位
と
の
関
係
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。
日
本
法
と
の
関
係
で
要
件
、
効
果
、
行
使
手
続
を
比
較
す
る
の
は
、
霜
島
・
前
掲
注（
13
）体

系
二
六
六
頁
。

（
132
）　InsO

四
八
条
の
二
文
に
つ
き
、A

xel B
REU

T
IGA

M /Jürgen B
LERSCH /H

ansW
. G

O
ET

SCH , Berliner K
om

m
entare: Insolvenz

recht, Bd. 1, Berlin 2002, 
§ 48 [A

xel B
REU

T
IGA

M ] [Stand: 2000], Rn. 18, S. 6.

（
133
）　H

A
RD

ER , Insolvenzrechtliche Surrogation (Fn. 134), S. 80 Fn. 20（

は
端
的
に
「
誤
り
」
と
断
じ
て
い
る
。

（
134
）　G

ERH
A

RD
T , D

er Surrogationsgedanke (Fn. 33), S. 4; D
IECK

M
A

N
N , Zur Reform

 des Ersatzaussonderungsrechts 
(Fn. 35), S. 100 Fn. 20; Sirko H

A
RD

ER , Insolvenzrechtliche Surrogation, Beiträge zum
 Insolvenzrecht 2（, K

öln 2002, 
S. 80 und S. 4; H

ans Gerhard G
A

N
T

ER , Zw
eifelsfragen bei der Ersatzaussonderung und Ersatzabsonderung, in: N

ZI 
2005, S. 1（, 2; D

ERS ., D
er Surrogationsgedanke bei der A

us und A
bsonderung, in: N

ZI 2008, S. 583588, 58（ und 
Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 4, S. 66（6（0; K
U

H
N /U

H
LEN

BRU
CK , K

O
11 (Fn. 54), 

§ 46, Rn. 11, S. （（2; K
ILGER /

S
CH

M
ID

T , Insolvenzgesetze
1（ (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 2, S. 255256 sow
ie K

übler/Prütting/Bork/P
RÜ

T
T

IN
G , InsO

 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 5, S. 3 und Rn. 1（, S. 56; M
ünchK

om
m

/G
A

N
T

ER , InsO
2 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 10, S.1305; H
ESS , InsO

 (Fn. 46), 

§ 
48, Rn. 11, S. 1053; U

hlenbruck/B
RIN

K
M

A
N

N , InsO
13 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 21, S. 851; Gottw
ald/G

O
T

T
W

A
LD /A

D
O

LPH
SEN , 

InsO
4 (Fn. 46), 

§ 41, Rn. 8, S. 664; FK
InsO

/IM
BERGER , InsO

 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 5, S. 5（0; K
reft/L

O
H

M
A

N
N , InsO

6 (Fn. 
46), 

§ 48, Rn. 1, S. 482; H
am

bK
om

m
/B

Ü
CH

LER , InsO
3 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 5, S. 604.
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（
135
）　D

ieter S
T

RA
U

CH , M
ehrheitlicher Rechtsersatz: Ein Beitrag zur „dinglichen Surrogation

“ im
 Privatrecht, 

Schriften zum
 deutschen und europäischen Zivil, H

andels und Prozessrecht （3, Bielefeld 1（（2, S. 2431: M
anfred 

W
O

LF , Prinzipien und A
nw

endungsbereich der dinglichen Surrogation, in: JuS 1（（5, S. 643（10; Joachim
 G

ERN
H

U
BER,  

A
rt. Surrogationen, in: Bürgerliches Recht: Ein system

atisches Repetitorium
 für Fortgeschrittene, 3. A

ufl., JuS
Schriftenreihe, H

. 8（, M
ünchen 1（（1, S. 46（, 4（0; D

agm
er C

O
EST

ER W
A

LT
JEN , D

ie dingliche Surrogation, in: Jura 
1（（6, S. 26. 

こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
物
上
代
位
論
の
研
究
に
も
、
つ
よ
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
新
田
宗
吉
「
物
上

代
位
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
～
（
五･

完
）
―
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
号
一
四
五

―
一
八
七
頁
、
二
八
号
八
三
―
一
三
六
頁
、
三
〇
号
三
一
―
七
四
頁
、
三
一
号
一
五
七
―
一
九
八
頁
（
一
九
八
〇
―
一
九
八
四
年
）、
斎

藤
和
夫
「『
抵
当
権
の
物
上
代
位
』
の
法
構
造
―
ド
イ
ツ
法
上
の
『
元
物
型
』
物
上
代
位
に
お
け
る
『
支
払
異
議
』
の
機
能
の
解
明
―
」

法
律
学
科
篇
『
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年
記
念
論
文
集
』
二
七
七
―
三
一
三
頁
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
、
一
九
九
一

年
）、
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
）。

（
136
）　

水
津
・
前
掲
注（
135
）理
論
的
基
礎
（
二
）
五
四
―
五
九
頁
を
参
照
。

（
13（
）　

民
法
上
の
代
位
の
体
系
化
の
試
み
と
し
て
、
水
津
太
郎
「
代
位
と
多
角
的
法
律
関
係
―
包
括
的
・
体
系
的
考
察
―
」
椿
寿
夫
＝
中
舎

寛
樹
編
『
多
角
的
法
律
関
係
の
研
究
』
一
八
〇
―
一
九
五
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）〔
初
出
、
二
〇
〇
九
年
〕。
物
上
代
位
に
つ

い
て
は
、
今
尾
真
「
所
有
権
移
転
型
担
保
に
基
づ
く
物
上
代
位
に
つ
い
て
―
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
物
的
代
位 subrogation réelle

概

念
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」
私
法
六
五
号
一
七
〇
―
一
七
七
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
の
類
型
論
も
参
照
。

（
138
）　

他
人
物
の
無
権
限
譲
渡
の
場
合
に
も
、
物
上
代
位
―
―
論
者
の
用
語
に
よ
れ
ば
「
複
数
の
法
的
代
償
」
―
―
の
適
用
可
能
性
を
認
め

る
も
の
と
し
て
、S

T
RA

U
CH , M

ehrheitlicher Rechtsersatz (Fn. 135), S. 21（218, 222. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
水
津
・
前
掲
注

（
６
）所
有
権
移
転
型
担
保
四
〇
四
頁
参
照
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
フ
は
同
所
で
は
、「
所
有
権
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
譲
渡
人
が
代
位
物
と
し
て

取
得
し
た
所
有
権
は
、
原
目
的
物
の
所
有
者
に
直
接
帰
属
す
る
と
し
て
い
る
。「
債
権
」
が
代
位
物
で
あ
る
場
合
に
つ
き
、S. 213

は
、

「
債
権
上
の
所
有
権
」
は
否
定
さ
れ
る
が
、「
債
権
の
帰
属
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、「
従
前
の
所
有
者
の
地
位
を
規
定
す
る
の
に

困
難
は
な
い
。
所
有
者
が
債
権
的
権
利
の
担
い
手
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
フ
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
人
が
破
産
し



（8

法学研究 86 巻 8 号（2013：8）

た
場
合
に
は
、［
一
般
の
取
戻
権
で
は
な
く
］
代
償
的
取
戻
権
が
適
用
さ
れ
る
。
条
文
の
文
言
が
一
義
的
で
あ
る
以
上
、
解
釈
論
と
し
て

こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
平
時
に
お
け
る
実
体
権
の
所
在
と
、
破
産
に
お
け

る
取
扱
い
に
不
合
理
な
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま
う
。
破
産
に
い
た
る
と
、
代
位
物
が
突
然
無
権
限
譲
渡
人
に
帰
属
し
、
取
戻
権
者
は
そ
の
回

復
を
、
代
償
的
取
戻
権
を
と
お
し
て
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
代
償
的
取
戻
権
の
規
定
と
の
関
係
を
問
題
視

す
る
、W

O
LF , Prinzipien und A

nw
endungsbereich (Fn. 135), S. 646 Fn. 25

の
指
摘
も
同
旨
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ヴ
ォ

ル
フ
の
論
旨
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
を
破
産
法
上
も
貫
徹
す
べ
き
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ま
っ
た
く
反
対
に
、
所
有

権
に
は
物
上
代
位
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
フ
の
基
本
構
想
を
論
難
し
て
い
る
。
そ
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
物
上
代
位
は
と

り
わ
け
代
理
法
の
顕
名
主
義
に
反
す
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
物
上
代
位
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
顕
名
が
な
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
債
権
が
所
有
者
に
直
接
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
取
引
の
安
全
、
譲
渡
人
の
債
権
者
の
信
頼
保

護
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
水
津
・
前
掲
注（
6
）所
有
権
移
転
型
担
保
四
〇
七
―
四
〇
九
頁
お
よ
び
注
四
三
、
四
一
二
頁
、

同
・
前
掲
注（
135
）理
論
的
基
礎
（
三
）
二
六
―
二
七
頁
注
一
二
八
・
一
二
九
、（
四
・
完
）
三
七
―
三
九
頁
を
参
照
。

（
138
ａ
）　

そ
も
そ
も
歴
史
的
・
比
較
法
的
に
み
れ
ば
、
民
法
三
〇
四
条
、
三
七
二
条
の
タ
イ
プ
の
物
上
代
位
の
ほ
う
が
む
し
ろ
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
付
言
し
て
お
こ
う
。
物
上
代
位
は
中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
由
来
す
る
法
諺
《
代
価
は
物
の
地
位
を

襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
》
を
源
と
し
、
そ
の
典
型
的
な
適
用
例
は
特
別
財
産
、
な
か
で
も
相
続
回
復
請
求
権
で
あ
る
と
み
ら
れ
て

き
た
（
こ
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
、
水
津
太
郎
「
一
九
世
紀
前
期
・
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
法
諺
《
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は

代
価
の
地
位
を
襲
う
》
に
つ
い
て
―
支
配
的
見
解
に
対
す
る
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
ー
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
批
判
―
」
法
政
論
究
六
四
号
二
〇
三
―

二
三
八
頁
〔
二
〇
〇
五
年
〕、
同
「
一
九
世
紀
中
期
・
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
法
諺
《
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位

を
襲
う
》
に
つ
い
て
―
キ
ー
ル
ル
フ
の
反
論
と
ヴ
ェ
ヒ
タ
ー
の
検
討
を
中
心
と
し
て
―
」
法
研
八
〇
巻
一
二
号
二
〇
五
―
二
三
六
頁
〔
二

〇
〇
七
年
〕、
同
「
一
九
世
紀
後
期
・
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
法
諺
《
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
》
に
つ

い
て
（
一
）（
二
・
完
）
―
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
上
代
位
論
の
前
史
と
し
て
―
」
法
研
八
一
巻
四
号
二
九
―
七
六
頁
、
五
号
三
三
―

八
六
頁
〔
二
〇
〇
八
年
〕）。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
現
在
の
ド
イ
ツ
で
も
通
用
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
一
九
条
に
よ
れ
ば
、
表
見
相
続
人
が

相
続
財
産
所
属
の
財
産
を
売
却
し
た
場
合
に
は
、《
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
》、
売
却
代
金
債
権
は
相
続
財
産
に
直
接
帰
属
し
、
当
該
債

権
の
担
い
手
は
真
正
相
続
人
に
な
る
（
代
償
的
取
戻
権
と
の
関
係
も
含
め
、
後
掲
注（
13（
）を
参
照
）。
か
の
地
に
お
い
て
所
有
権
に
基
づ
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代償的取戻権の意義と代位の法理

く
物
上
代
位
を
肯
定
す
る
見
解
も
、
否
定
す
る
見
解
も
、
い
ず
れ
も
所
有
者
が
債
権
者
に
な
る
と
い
う
解
釈
を
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る

（
前
掲
注（
138
）参
照
）
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
事
情
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
法
に
は
直
接
あ
て
は
ま
ら

な
い
。
特
別
財
産
の
物
上
代
位
に
つ
き
明
文
に
乏
し
く
、
相
続
回
復
請
求
権
に
お
い
て
も
規
定
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
民

法
三
〇
四
条
、
三
七
二
条
の
構
成
を
相
対
化
す
る
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
文
で
み
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
解
釈
は
理
論
的
に

も
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13（
）　G

A
N

T
ER , D

er Surrogationsgedanke (Fn. 134), S. 58（. 

一
般
に
は
、
物
上
代
位
に
関
す
る
諸
規
定
を
挙
げ
て
、
こ
の
場
合
に

は
代
償
的
取
戻
権
で
は
な
く
、
一
般
の
取
戻
権
が
問
題
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、Jaeger /L

EN
T , K

O
8 

(Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 4, S. 66（6（0

は
、
物
上
代
位
の
典
型
例
で
あ
る
、
相
続
回
復
請
求
権
に
お
け
る
物
上
代
位
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
一
九

条
〔
日
本
に
は
対
応
す
る
明
文
の
規
定
は
な
い
〕）
を
例
に
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
表
見
相
続
人
が
遺
産
に
所
属
す
る

財
産
を
売
却
し
、
所
有
権
を
譲
渡
し
た
場
合
、
売
却
代
金
債
権
は
同
条
の
物
上
代
位
に
よ
っ
て
直
接
相
続
財
産
の
構
成
要
素
と
な
る
。
そ

の
後
、
表
見
相
続
人
が
破
産
し
た
と
き
に
は
、
同
債
権
は
破
産
者
に
属
さ
な
い
財
産
と
し
て
、
一
般
の
取
戻
権
の
ル
ー
ル
に
服
す
る
。
代

償
的
取
戻
権
は
適
用
さ
れ
な
い
。
真
正
相
続
人
は
売
却
代
金
債
権
を
、
直
接
に
（
債
権
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
な
く
）、
買
主
に
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
善
意
で
表
見
相
続
人
に
弁
済
し
た
買
主
は
保
護
さ
れ
る
（
同
条
二
項
〔
詳
し
く
は
、
新

田
・
前
掲
注（
135
）物
上
代
位
（
一
）
二
六
―
三
三
頁
を
参
照
〕）。
な
お
、
日
本
法
と
の
関
係
で
は
、
取
戻
権
で
は
な
く
「
別
除
権
」

（InsO

四
九
条
以
下
）
が
問
題
と
な
る
場
合
の
処
理
も
気
に
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
物
上
代
位
と
（
解
釈
上
認
め

ら
れ
る
）
代
償
的
別
除
権
の
関
係
は
、
物
上
代
位
と
代
償
的
取
戻
権
の
関
係
と
同
じ
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
制
定
法
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
代
償
的
別
除
権
は
、
代
償
的
取
戻
権
と
同
じ
よ
う
に
、
物
上
代
位
の
法
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

物
上
代
位
が
存
す
る
な
ら
ば
、
反
対
に
す
す
ん
で
、
代
償
的
別
除
権
は
排
除
さ
れ
る
」（G

A
N

T
ER , Ersatzaussonderung und 

Ersatzabsonderung (Fn. 134), S. 8; ferner vgl. U
lf G

U
N

D
LA

CH /V
olkhard F

REN
ZEL /N

ikolaus S
CH

M
ID

T , D
ie A

nw
endbar

keit des 48 InsO
 auf V

eräußerungen durch den Insolvenzschuldner, in: D
ZW

IR 2001, S. 441445, 445

）。
こ
の
こ
と
は
、

所
有
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
の
際
に
、
所
有
者
に
は
他
物
権
型
の
優
先
権
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
考
え
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
権
利
を

破
産
法
上
「
別
除
権
」
と
構
成
す
る
と
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
論
旨
を
確
認
し
て
お

く
と
、
本
節
に
お
け
る
問
題
関
心
は
、「
物
上
代
位
」
に
よ
っ
て
「
物
権
」
の
構
成
を
と
お
し
て
優
先
権
が
確
保
さ
れ
、「
一
般
の
」
取
戻
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権
な
い
し
別
除
権
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
「
代
償
的
」
取
戻
権
な
い
し
別
除
権
で
処
理
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
限
り
で
は
、
取
戻
権
か
別
除
権
か
と
い
う
点
は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。
所
有
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
の
効
果
を
詳
論
し
た
の
は
、

叙
述
の
便
宜
の
た
め
で
あ
る
。

（
140
）　K

ILGER /S
CH

M
ID

T , Insolvenzgesetze
1（ (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 1, S. 255.
（
141
）　H

Ä
SEM

EY
ER , Insolvenzrecht 4 (Fn. 46), Rn. 1.15, S. 1（20. 

こ
の
区
別
は
と
く
に
、
ヘ
ン
ケ
ル
の
著
名
な
論
文
、W

olfram
 

H
EN

CK
EL , Grenzen der V

erm
ögenshaftung, in: JuS 1（85, S. 836842

に
由
来
す
る
。
ヘ
ー
ゼ
マ
イ
ヤ
ー
は
「
責
任
法
的
帰
属

（haftungsrechtliche Zuordnung

）」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
責
任
的
帰
属
」
と
し
た
。
ヘ
ン
ケ
ル
は
互
換
的
に
用
い
て
い

る
。

（
142
）　Patrik E

ISM
A

N
N , D

er Bereicherungsanspruch im
 Insolvenzverfahren: Zum

 Grundsatz gleichm
äßiger Befriedi

gung in der Insolvenz unter Berücksichtigung des V
erhältnisses von Zuordnung und H

aftung, Schriften zum
 

deutschen, europäischen und vergleichenden Zivil, H
andels und Prozessrecht 225, Bielefeld 2005, S. 18, 2021, （（

（8, 10（.

関
連
文
献
は
同
所
を
参
照
。

（
143
）　G

ERH
A

RD
T , D

er Surrogationsgedanke (Fn. 33), S. 3, 6; K
übler/Prütting/Bork/P

RÜ
T

T
IN

G , InsO
 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 
4, S. 2; Jaeger/H

EN
CK

EL , InsO
 (Fn. 46), 
§ 48, Rn. （, S. 1225

と
い
っ
た
重
要
な
論
客
を
は
じ
め
、
代
償
的
取
戻
権
研
究
の
第
一
人

者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ガ
ン
タ
ー
が
、「
責
任
法
的
代
位
」
の
概
念
を
積
極
的
に
と
り
い
れ
て
い
る
（G

A
N

T
ER , D

er Surrogations
gedanke (Fn. 134), S. 584, 58（

と
と
も
に
、DERS ., Ersatzaussonderung und Ersatzabsonderung (Fn. 134), S. 3; M

ünchK
om

m
/

G
A

N
T

ER , InsO
2 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 4, S. 1302
）。
現
在
で
は
、
こ
の
概
念
は
所
与
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。H

ESS , InsO
 

(Fn. 46), 

§ 48, Rn. 3, S. 1052; U
hlenbruck/B

RIN
K

M
A

N
N , InsO

13 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 1, S. 845; Gottw
ald/G

O
T

T
W

A
LD /

A
D

O
LPH

SEN , InsO
4 (Fn. 46), 

§ 41, Rn. 2, S. 663; H
am

bK
om

m
/B

Ü
CH

LER , InsO
3 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 1, S. 603.

（
144
）　H

EN
CK

EL , Grenzen der V
erm

ögenshaftung (Fn. 141), S. 840841. 

な
お
、Jaeger/H

EN
CK

EL , InsO
 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 
5, S. 1224

も
参
照
。

（
145
）　

金
銭
所
有
論
を
例
に
と
れ
ば
、
物
権
的
価
値
返
還
請
求
権
説
（
四
宮
）
は
①
、
債
権
的
私
的
所
有
説
（
川
村
）、
債
権
的
価
値
帰
属

権
説
（
松
岡
）
は
②
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
①
の
学
説
は
、
金
銭
所
有
権
に
関
す
る
「
占
有
＝
所
有
権
」
説
を
克
服
す
る
た
め
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に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
金
銭
と
い
う
特
殊
な
財
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
位
論
は
、

客
体
の
性
格
を
問
わ
ず
に
問
題
と
な
る
。
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
金
銭
に
限
ら
ず
お
よ
そ
財
が
交
替
し
た
場
合
に
お
い
て
、
物
権
か
ら
債

権
へ
の
格
下
げ
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
②
の
両
説
は
こ
の
場
合
も
射
程
に
収
め
て
い
る
。

（
146
）　H

EN
CK

EL , Grenzen der V
erm

ögenshaftung (Fn. 141), S. 840; Jaeger/H
EN

CK
EL , InsO

 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 5, S. 1224; 
B

EHR , W
ertverfolgung (Fn. 36), S. 5（（611

（
松
岡
・
前
掲
注（
1（
）価
値
追
跡
一
八
一
―
一
八
二
頁
）; E

ISM
A

NN , Der Bereicherungs
anspruch im

 Insolvenzverfahren (Fn. 142), S. （（10（

が
挙
げ
て
い
る
も
の
を
総
合
し
た
。

（
14（
）　

倒
産
否
認
と
代
償
的
取
戻
権
を
素
材
に
、
効
果
の
方
向
性
の
違
い
を
示
す
の
は
、H

Ä
SEM

EY
ER , Insolvenzrecht 4 (Fn. 46), Rn. 

1.15, S. 20.

ま
た
、
債
権
者
取
消
権
と
信
託
の
対
比
に
お
い
て
、
前
者
は
後
者
と
異
な
り
、
債
務
者
の
破
産
の
際
に
、
債
務
者
の
他
の
債

権
者
と
の
関
係
で
物
権
の
よ
う
な
優
先
権
を
有
し
な
い
と
す
る
も
の
に
、Franz B

Y
D

LIN
SK

I , System
 und Prinzipien des Privat

rechts, W
ien/N

ew
 Y

ork 1（（6, S. 341. 

（
148
）　Jaeger /L

EN
T , K

O
8 (Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 4, S. 6（0.

（
14（
）　D

IECK
M

A
N

N , Zur Reform
 des Ersatzaussonderungsrechts (Fn. 35), S. 111; G

A
N

T
ER , Ersatzaussonderung und 

Ersatzabsonderung (Fn. 134), S. 3; M
ünchK

om
m

/G
A

N
T

ER , InsO
2 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. （, S. 1313.

（
150
）　

前
掲
注（
24
）参
照
。

（
151
）　K

U
H

N , Ersatzaussonderungsrecht (Fn. 38), S. 8.

（
152
）　Begründung zum

 RegE, in: K
Ü

BLER /P
RÜ

T
T

IN
G  (H

rsg.), D
as neue Insolvenzrecht (Fn. 32), S. 202.

（
153
）　

野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
・
六
三
条
注
釈
二
六
六
頁
、
伊
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）条
解
・
六
三
条
注
釈
四
六
〇
頁
。

（
154
）　

ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
竹
雄
「
問
屋
関
係
に
お
け
る
委
託
者
の
地
位
」
同
『
商
法
研
究
Ⅰ
』
二
四
六
―
二
五
〇
頁
（
有
斐
閣
、

一
九
八
一
年
）〔
初
出
、
一
九
三
五
年
〕、
神
崎
・
前
掲
注（
1（
）証
券
売
買
委
託
者
四
九
九
、
五
一
〇
―
五
一
六
頁
、
大
塚
・
前
掲
注（
1（
）

委
託
販
売
四
四
―
五
一
頁
お
よ
び
そ
れ
ら
の
引
用
文
献
を
参
照
。

（
155
）　

取
戻
権
説
の
立
場
か
ら
、
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
九
二
条
二
項
と
代
償
的
取
戻
権
の
類
似
性
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、H

O
CH

M
U

T
H , D

ie 
Ersatzaussonderung (Fn. 4（), S. （2（3; G

U
N

D
LA

CH , D
er Ersatzaussonderungsberechtigte (Fn. 48), S. 3536. 

す
で
に
、

一
八
七
七
年
破
産
法
に
関
す
る
第
二
草
案
理
由
書
が
、「
問
屋
営
業
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
商
法
典
［
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｇ
Ｂ
三
六
八
条
］
は
、
草
案
の
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［
代
償
的
取
戻
権
に
関
す
る
］
観
念
を
原
理
に
高
め
た
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
た
。M
otive, S. 186, in: H

A
H

N , D
ie gesam

m
ten 

M
aterialien zur K

onkursordnung (Fn. 64), S. 183.
（
156
）　ClausW

ilhelm
 C

A
N

A
RIS , H

andelsrecht: Ein Studienbuch, 24. A
ufl., M

ünchen 2006, 

§ 30, Rn. （1, S. 4（3, Rn. （5, S. 
4（4.

（
15（
）　ClausW

ilhelm
 C

A
N

A
RIS , D

ie V
erdinglichung obligatorischer Rechte, in: Festschrift für W

erner Flum
e zum

 （0. 
Geburtstag, Bd. 1, K

öln 1（（8, S. 3（142（, 408, jetzt in: Jörg N
EU

N
ER /H

ans Christoph G
RIGO

LEIT , ClausW
ilhelm

 
Canaris: Gesam

m
elte Schriften, Bd. 3, Berlin/Boston 2012, S. 13（205, 183

［
引
用
は
論
文
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
。
強
調

は
水
津
］. 

こ
の
論
文
全
体
の
紹
介
と
し
て
、
赤
松
秀
岳
「
カ
ナ
ー
リ
ス
『
債
権
の
物
権
化
』」
同
『
物
権
・
債
権
峻
別
論
と
そ
の
周
辺
―

二
十
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
展
開
を
中
心
に
』
一
七
一
―
一
九
一
頁
（
成
文
堂
、
一
九
八
九
年
）〔
初
出
、
一
九
八
三
年
〕。

（
158
）　

議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
大
塚
龍
児
「
問
屋
の
破
産
と
委
託
者
の
取
戻
権
」『
商
法
の
争
点
Ⅱ
（
ジ
ュ
リ
増
刊
：
法
律
学
の
争
点
シ

リ
ー
ズ
四
Ⅱ
）』
二
三
八
―
二
三
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）、
同
「
最
判
昭
和
四
三
年
七
月
一
一
日
判
批
」
江
頭
憲
治
郎
＝
山
下
友

信
編
『
商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
一
九
四
号
）』
一
七
四
―
一
七
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）

の
ほ
か
、
平
野
・
前
掲
注（
20
）間
接
代
理
（
問
屋
）（
一
）
一
〇
三
―
一
六
三
頁
、
同
・
後
掲
注（
161
）間
接
代
理
（
問
屋
）（
二
・
完
）
六

七
―
一
三
九
頁
。

（
15（
）　

鈴
木
・
前
掲
注（
154
）問
屋
関
係
二
七
四
頁
。
た
だ
し
、
鈴
木
は
、
と
く
に
留
保
な
く
、
債
権
の
譲
受
人
は
「
完
全
な
る
権
利
取
得
」

が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
二
六
七
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
を
参
照
し
な
が
ら
、
債
権
の
譲
受
人
が
問
屋
の
債
権
者
で
あ

る
場
合
も
同
様
に
考
え
る
の
か
、
と
の
疑
問
を
呈
す
る
も
の
と
し
て
、
大
塚
・
前
掲
注（
1（
）委
託
販
売
五
二
頁
注
一
〇
二
。

（
160
）　

道
垣
内
・
前
掲
注（
（
）信
託
法
理
と
私
法
体
系
二
〇
八
―
二
一
〇
頁
。
同
論
文
は
お
も
に
不
当
処
分
の
ケ
ー
ス
を
取
り
扱
う
が
、
後

掲
最
判
昭
和
四
三
年
七
月
一
一
日
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
（
二
一
〇
頁
）
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
正
当
処
分
、
問
屋
営
業
も

射
程
に
収
め
て
い
る
。

（
161
）　

平
野
裕
之
「
間
接
代
理
（
問
屋
）
を
め
ぐ
る
責
任
財
産
及
び
直
接
訴
権
（
二
・
完
）」
慶
應
法
学
二
号
一
三
二
―
一
三
四
頁
（
二
〇

〇
五
年
）。
な
お
、
譲
受
人
が
問
屋
の
債
権
者
で
あ
っ
た
ケ
ー
ス
の
例
外
は
、
販
売
委
託
の
実
行
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
代
金
債
権
が
債

権
回
収
な
い
し
担
保
の
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
（
九
三
頁
）、
買
入
委
託
の
実
行
に
よ
っ
て
取
得
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さ
れ
た
物
品
の
所
有
権
に
つ
き
同
様
の
譲
渡
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
の
処
理
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
同
・
前
掲
注（
20
）間
接

代
理
（
問
屋
）（
一
）
一
六
三
頁
参
照
）。

（
162
）　

柳
勝
司
「
受
任
者
の
名
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
委
任
の
実
行
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
」
同
『
委
任
に
よ
る
代
理
（
名
城
大
学
法

学
会
選
書
一
〇
）』
一
八
二
―
一
八
三
頁
、
一
八
九
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）〔
初
出
、
一
九
八
〇
年
〕、
三
宅
正
男
『
契
約
法
（
各

論
）
下
巻
（
現
代
法
律
学
全
集
九
）』
九
七
二
―
九
七
三
、
九
八
三
―
九
八
六
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
八
八
年
）。

（
163
）　

も
っ
と
も
、
叙
述
が
明
確
な
の
は
譲
渡
対
象
が
所
有
権
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
債
権
が
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
は
っ

き
り
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
柳
・
前
掲
注（
162
）委
任
に
よ
る
代
理
一
八
九
頁
、
三
宅
・
前
掲
注（
162
）契
約
法
各
論
九
八
三
、
九
八
六

頁
参
照
。

（
164
）　

最
判
昭
和
四
三
年
七
月
一
一
日
民
集
二
二
巻
七
号
一
四
六
二
頁
。

（
165
）　

ド
イ
ツ
信
託
法
に
つ
い
て
は
多
数
の
研
究
が
あ
る
が
、
近
時
の
一
般
的
な
も
の
と
し
て
、
加
毛
明
「
受
託
者
破
産
時
に
お
け
る
信
託

財
産
の
処
遇
（
三
）（
四
）
―
二
つ
の
『
信
託
』
概
念
の
交
錯
―
」
法
協
一
二
五
巻
一
号
六
五
―
一
三
四
頁
、
一
二
号
二
六
四
五
―
二
六

九
〇
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
中
田
英
幸
『
ド
イ
ツ
信
託
法
理
―
日
本
信
託
法
と
の
比
較
』（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
の
ほ
か
、

と
く
に
本
稿
と
関
連
す
る
の
は
、
吉
永
一
行
「
ド
イ
ツ
判
例
法
に
お
け
る
信
託
成
立
要
件
と
し
て
の
『
直
接
性
原
則
』
―
わ
が
国
に
お
け

る
信
託
法
理
の
射
程
に
つ
い
て
の
研
究
序
説
―
」
産
法
四
〇
巻
三
＝
四
号
合
併
号
一
七
七
―
二
四
七
頁
（
二
〇
〇
七
年
）。
な
お
、
ド
イ

ツ
法
上
、
受
託
者
が
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
を
不
当
に
譲
渡
し
た
場
合
に
は
代
償
的
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

Jaeger/H
EN

CK
EL , InsO

 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 58, S. 124（. 

そ
う
す
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
信
託
財
産
の
代
位
物
の
規
律
を
捉
え
る

た
め
に
は
、
直
接
性
原
則
の
是
非
・
物
上
代
位
の
肯
否
の
み
な
ら
ず
、
代
償
的
取
戻
権
の
規
律
に
も
目
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。

（
166
）　

伊
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）条
解
・
六
二
条
注
釈
四
四
七
頁
。

（
16（
）　

中
田
・
前
掲
注（
44
）破
産
法
一
二
二
頁
、
谷
口
・
前
掲
注（
44
）倒
産
処
理
法
二
一
五
頁
、
加
藤
・
前
掲
注（
44
）破
産
法
二
一
八
頁
、

池
尻
・
前
掲
注（
15
）基
本
法
一
四
〇
頁
、
野
村
・
前
掲
注（
13
）大
コ
ン
メ
二
七
一
頁
。

（
168
）　

と
く
に
強
調
す
る
の
は
、M

ünchK
om

m
/G

A
N

T
ER , InsO

2 (Fn. 46), 
§ 48, Rn. 1, S. 1301. 

さ
ら
に
、vgl. Jaeger /L

EN
T , K

O
8 

(Fn. 54), 

§ 46, A
nm

. 1, S. 66（.
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（
16（
）　Gottw

ald/G
O

T
T

W
A

LD /A
D

O
LPH

SEN , InsO
4 (Fn. 46), 

§ 41, Rn. 2, S. 663.

（
1（0
）　Jaeger/H

EN
CK

EL , InsO
 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 5, S. 1224; vgl. H
EN

CK
EL , Grenzen der V

erm
ögenshaftung (Fn. 141), S. 

836, 840.
（
1（1
）　M

ünchK
om

m
/G

A
N

T
ER , InsO

2 (Fn. 46), 

§ 48, Rn. 4a, S. 1302.
（
1（2
）　B

EH
R , W

ertverfolgung (Fn. 36), insbes. S. 51（520, 5（（; 

松
岡
・
前
掲
注（
1（
）価
値
追
跡
一
六
八
、
一
七
七
頁
。

（
1（3
）　

松
岡
・
前
掲
注（
1（
）価
値
追
跡
一
八
六
頁
。
問
題
点
と
克
服
の
方
向
を
丁
寧
に
検
討
し
て
い
る
。

（
1（4
）　B

EH
R , W

ertverfolgung (Fn. 36), insbes. S. 5（8; 

松
岡
・
前
掲
注（
1（
）価
値
追
跡
一
七
七
頁
。

（
1（5
）　

松
岡
・
前
掲
注（
1（
）価
値
追
跡
一
九
二
頁
お
よ
びB

Y
D

LIN
SK

I , System
 und Prinzipien (Fn. 14（), S. 343344 Fn. 3（1.

（
1（6
）　D

IECK
M

A
N

N , Zur Reform
 des Ersatzaussonderungsrechts (Fn. 35), S. （5 Fn. 2. 

（
1（（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
を
予
定
し
て
い
る
。

（
1（8
）　

司
法
省
編
纂
・
前
掲
注（
26
）改
正
破
産
法
理
由
三
四
頁
。

（
1（（
）　M

otive, S. 186, in: H
A

H
N , D

ie gesam
m

ten M
aterialien zur K

onkursordnung (Fn. 64), S. 183.

（
180
）　Begründung des Rechtsausschuss, abgedruckt in: K

Ü
BLER /P

RÜ
T

T
IN

G  (H
rsg.), D

as neue Insolvenzrecht (Fn. 32), 
S. 214.

（
181
）　

賃
料
債
権
に
つ
き
、
最
判
平
成
一
〇
年
一
月
三
〇
日
民
集
五
二
巻
一
号
一
頁
。

（
182
）　

最
判
平
成
一
七
年
二
月
二
二
日
民
集
五
九
巻
二
号
三
一
四
頁
。
た
だ
し
、
こ
の
判
決
は
「
差
押
え
」
の
趣
旨
の
解
釈
か
ら
結
論
を
導

い
て
い
る
。

（
183
）　

加
賀
山
茂
「『
債
権
に
付
与
さ
れ
た
優
先
弁
済
権
』
と
し
て
の
担
保
物
権
─
債
権
以
外
に
別
個
の
担
保
物
権
が
存
在
す
る
わ
け
で
は

な
い
」
國
井
和
郎
先
生
還
暦
記
念
『
民
法
学
の
軌
跡
と
展
望
』
二
九
一
―
三
二
四
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
『
担
保
法

（
現
代
民
法
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
184
）　

も
っ
と
も
、
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
八
日
民
集
六
五
巻
七
号
二
八
九
九
頁
は
、 他
人
物
の
販
売
委
託
契
約
に
つ
き
、
物
の
所
有

者
が
こ
れ
を
追
認
し
た
と
し
て
も
、
所
有
者
は
販
売
代
金
の
引
渡
請
求
権
を
取
得
で
き
な
い
と
し
、
そ
う
解
さ
な
い
と
「
受
託
者
が
無
権

利
者
に
対
し
て
有
し
て
い
た
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
な
ど
、
受
託
者
に
不
測
の
不
利
益
を
与
え
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
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代償的取戻権の意義と代位の法理

ま
う
と
い
う
。
こ
の
判
決
の
射
程
は
他
人
物
売
買
に
も
及
ぶ
と
み
ら
れ
て
い
る
（
中
島
基
至
「
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
八
日
判
解
」

曹
時
六
五
巻
六
号
一
三
七
八
頁
〔
二
〇
一
三
年
〕）。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
所
有
者
が
追
認
に
よ
っ
て
物
上
代
位
を
発
動
さ
せ
、
他
人

物
契
約
に
基
づ
く
債
権
を
取
得
す
る
方
法
は
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
185
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
、K

U
H

N , Ersatzaussonderungsrecht (Fn. 38), S. 14（162 m
.w

.N
.

［
付
記
］
本
稿
は
、
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
B
：
課
題
番
号22（300（2

）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。




