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中国物権法の運用実態への考察 ―不動産の善意取得を中心に

劃
中
国
物
権
法
の
運
用
実
態
へ
の
考
察

―
不
動
産
の
善
意
取
得
を
中
心
に

は
じ
め
に

不
動
産
の
善
意
取
得
に
関
す
る
規
定
の
分
析

１
、
物
権
法

一
〇
六
条
の
重
要
性
の
再
認
識

２
、
物
権
法

一
〇
六
条
の
解
釈
を
巡
る
立
法
者
お
よ
び
最
高
人
民
法
院
の
見
解

不
動
産
取
引
紛
争
お
よ
び
解
決
方
法
の
実
態

１
、
初
期
の
判
決
か
ら
見
た
登
記
制
度
の
意
義

２
、
真
正
権
利
者
が
保
護
さ
れ
た
判
決

３
、
第
二
者
が
保
護
さ
れ
た
判
決

不
動
産
取
引
紛
争
の
実
態
を
踏
ま
え
た
評
価

朱

嘩
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１
、
事
案
の
総
合
的
な
検
討

２
、
物
権
法

一
〇
六
条
適
用
時
の
問
題
点

五
、
む
す
び
に
代
え
て

は
じ
め
に

中
国
に
お
い
て
は
、
改
革
開
放
政
策

へ
の
転
換
と
共
に
市
場
原
理
が
徐
々
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
当
事
者
間

の
意
思
自
治
を
中
心
に
定
め
る
契
約
法
も
き
る
こ
と
な
が
ら
、
人
々
の
財
産
の
法
的
保
護
に
資
す
る
物
権
法
も
単
行
法
の
形
態
に
よ
り
制

定
さ
れ
た
。
ま
た
、
直
近
の
立
法
状
況
に
つ
い
て
言
え
ば
、
侵
権
責
任
法
の
誕
生
に
よ
り
、
家
族
法
関
係
の
法
制
度
の
整
備
を
除
き
、
近

代
西
洋
民
法
の
概
念
お
よ
び
枠
組
み
を
積
極
的
に
導
入
し
た
財
産
法
体
系
が
ほ
ぼ
樹
立
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
種
々
の
民
事
法
に
関
す
る
単
行
法
が
制
定
さ
れ
た
と
は
言
え
、
各
規
定
間
の
解
釈
上
の
整
合
性
を
巡
る
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
制
度
の
趣
旨
を
横
断
的
に
理
解
し
た
上
で
、
法
的
予
見
可
能
性
の
向
上
に
資
す
る
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ

と
は
、
中
国
民
法
学
界
に
と
つ
て
極
め
て
重
要
な
課
題
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
中
国
民
事
法
の
立
法
経
緯
を
勘
案
す
る
と
、
各
単
行
法
が
異

な
る
時
期
に
段
階
的
に
制
定
さ
れ
た
た
め
、
各
法
を
解
釈
す
る
際
に
、
断
片
的
な
理
解
で
は
な
く
、
各
規
定
の
有
機
的
な
結
合
に
細
心
の

注
意
を
払
い
つ
つ
、
横
断
的
な
視
点
か
ら
議
論
を
行
う
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

物
権
法
の
領
域
で
は
、
中
国
の
法
伝
統
が
踏
襲
さ
れ
、
厳
格
な
物
権
法
定
主
義
を
導
入
し
た
制
度
が
誕
生
し
た
。
ま
た
、　
一
般
の
人
々
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に
と
つ
て
最
も
大
き
な
財
産
で
あ
る
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
都
市
部
に
お
け
る
家
屋
の
物
権
変
動
を
巡
っ
て
、
登
記
効
力
発
生
要
件
主
義

が
採
用
さ
れ
、
有
因
主
義
を
軸
と
す
る
規
定
が
制
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
不
動
産
登
記
整
備
が
進
ん
で
い
る
都
市
部
で
は
、
原
則
と
し
て

当
事
者
間
の
有
効
な
法
律
行
為
お
よ
び
登
記
の
移
転
が
不
動
産
物
権
変
動
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
理
論
的
に
は
原
因
行
為

で
あ
る
契
約
の
無
効
は
そ
の
物
権
変
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
の
都
市
部
の
現
状
を
見
る
と
、
近
時
の
不
動
産
価
格
の
高
騰
に
よ
り
家
屋
の
転
売
が
比
較
的
頻
繁
に
行
わ
れ
て

お
り
、
安
定
し
た
取
引
の
基
盤
を
構
築
す
る
た
め
に
、
第
三
者
が
現
れ
る
際
に
は
取
引
の
安
全
を
図
る
必
要
性
が
非
常
に
大
き
い
。
そ
こ

で
、
真
正
権
利
者
の
保
護
と
取
引
の
安
全
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
に
、
物
権
法

一
〇
六
条
に
よ
り
善
意
取
得
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
し
て
、
こ
の
条
文
の
文
言
上
、
動
産
の
み
な
ら
ず
、
不
動
産
も
善
意
取
得
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
権
法

一
〇
六
条
は
、

次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「処
分
権
の
な
い
者
が
不
動
産
又
は
動
産
を
譲
受
人
に
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
所
有
権
者
は
取
り
戻
す
権
利
を
有
す
る
。
法
律
に
別
段
の

規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
議
受
人
は
、
当
該
不
動
産
又
は
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。

（
一
）
議
受
人
が
当
該
不
動
産
又
は
動
産
を
譲
り
受
け
た
時
に
書
意
で
あ
つ
た
、
公
》
合
理
的
な
価
格
で
譲
渡
さ
れ
た
、
會
》

譲
渡

さ
れ
た
不
動
産
又
は
動
産
に
つ
い
て
、
法
律
が
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
場
合
に
は
す
で
に
登
記
を
し
て
い
る
か
、
登

記
が
必
要
で
な
い
場
合
に
は
す
で
に
譲
受
人
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
。

譲
受
人
が
前
項
の
規
定
に
従
い
不
動
産
又
は
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
原
所
有
権
者
は
処
分
権
の
な
い
者
に
損
失
の
賠

償
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。

当
事
者
が
そ
の
他
の
物
権
を
善
意
に
取
得
し
た
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
を
参
照
す
る
。」
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一
〇
六
条
は
、
動
産
お
よ
び
不
動
産
の
書
意
取
得
を

一
か
条
に
よ
り
混
合
し
た
形
で
規
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
う
し
た
解
釈
の
余
地
に

富
む
条
文
構
造
は
、
錯
綜
す
る
議
論
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
文
を
適
用
す
る
際
の
法
的
安
定
性
は
当
事
者
に
と
つ

て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
不
動
産
善
意
取
得
要
件
の
明
確
化
は
、
法
的
予
見
性
を
促
進
す
る
重
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
国
に
お
け
る
理
論
的
な
状
況
を
整
理
し
、
実
務
の
紛
争
解
決
方
法
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
不
動
産
善
意
取
得
の
解

釈
を
中
心
に
以
下
の
手
順
に
よ
り
分
析
を
展
開
し
た
い
。

ま
ず
は
、
二
に
お
い
て
不
動
産
の
善
意
取
得
を
巡
る
立
法
者
お
よ
び
最
高
人
民
法
院
の
見
解
を
整
理
し
、
こ
れ
に
よ
り

一
〇
六
条
の
適

用
に
関
す
る
基
本
的
な
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

次
に
、
三
で
、
不
動
産
取
引
紛
争
お
よ
び
解
決
方
法
の
実
態
に
つ
い
て
、
物
権
法
制
定
後
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
紛
争
解
決
を
巡
る
実

務
上
の
傾
向
を
分
析
す
る
。
紛
争
実
態
を
詳
細
に
分
析
す
る
作
業
に
よ
り
、
真
正
権
利
者
の
保
護
と
取
引
安
全
の
維
持
と
の
権
衡
を
巡
る

裁
判
官
の
価
値
判
断
、
お
よ
び
第
二
者
の
善
意
に
関
す
る
判
定
方
法
を
明
確
な
も
の
に
し
た
い
。

最
後
に
、
四
で
紛
争
解
決
の
実
態
お
よ
び
中
国
に
お
け
る
住
宅
の
制
度
改
革
に
起
因
す
る
独
自
の
課
題
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
理
論
お
よ

び
実
務
の
現
状
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
不
動
産
善
意
取
得
に
関
す
る
解
釈
上
の
私
見
を
示
し
た
い
。

二
、
不
動
産
の
書
意
取
得
に
関
す
る
規
定
の
分
析

１
、
物
権
法

一
〇
六
条
の
重
要
性
の
再
認
識

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
の
改
革
開
放
路
線
は
、
常
に
軌
道
修
正
を
行
い
な
が
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
の
基
本
的
な
民
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事
財
産
法
は
、
法
律
制
定
当
時
の
社
会
、
経
済
状
況
に
対
処
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
整
備
、
樹
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現

在
立
法
さ
れ
て
い
る
、
民
法
通
則
、
担
保
法
、
契
約
法
、
物
権
法
お
よ
び
侵
権
責
任
法
と
い
う
単
行
法
は
財
産
法
の
骨
格
で
あ
り
、
経
済

活
動
の
運
営
に
貢
献
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
体
制
が
徐
々
に
変
動
し
て
き
た
中
国
で
は
、
条
文
間
の
整
合
性
が
重
視
さ
れ
て
い

る
民
法
典
そ
の
も
の
が
立
法
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
各
単
行
法
が
制
定
時
の
社
会
状
況
に
適
応
す
る
利
点
が
あ
る

一
方
、
横
断

的
な
視
点
に
基
づ
い
た
諸
単
行
法
に
お
け
る
具
体
的
な
条
文
間
の
整
合
性
が
見
逃
さ
れ
や
す
い
問
題
が
潜
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
律

の
不
備
を
補
い
、
条
文
間
の
餌
齢
を
解
消
す
る
た
め
に
、
最
高
人
民
法
院
が
公
布
し
た
各
種
の

「司
法
解
釈
」
も
基
本
規
定
に
類
似
す
る

役
割
を
果
た
し
、
重
要
な
裁
判
基
準
と
し
て
、
具
体
的
な
紛
争
解
決
に
寄
与
し
て
い
る
。
し
か
し
、
平
行
す
る
各
種
の
基
準
は
、
法
の
複

雑
煩
雑
化
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
お
り
、
条
文
解
釈
時
の
困
難
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
本
稿
が
取
り
扱
う
課
題
を
分

析
す
る
際
に
も
、
横
断
的
な
視
点
か
ら
関
連
す
る
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
が
直
接
の
検
討
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
不
動
産
の
善
意
取
得
問
題
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
深
く
関
連
す
る
原
因
行
為
で
あ
る
契

約
効
力
の
問
題
に
言
及
す
る
条
文
は
、
民
法
通
則
お
よ
び
契
約
法
の
規
定
に
散
在
し
て
い
る
。　
つ
ま
り
、
民
法
通
則
に
お
い
て
は
、
五
八

条
は
法
律
行
為
の
無
効
、
五
九
条
は
変
更
又
は
取
消
し
の
要
件
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
六

一
条

一
項
は
法
律
行
為
が
無
効
又
は
取
り
消

さ
れ
た
後
の
法
的
効
果
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
契
約
法
に
お
い
て
は
、
五

一
条
は
処
分
権
を
有
し
な
い
者
が
他
人
の
財
産
を

処
分
し
た
場
合
の
契
約
の
効
力
、
五
二
条
は
契
約
無
効
の
事
由
に
つ
い
て
、
五
四
条
は
契
約
変
更
又
は
取
消
し
の
事
由
に
つ
い
て
、
五
八

条
は
契
約
が
無
効
又
は
取
り
消
さ
れ
た
後
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
そ
し
て
九
七
条
は
契
約
解
除
後
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

規
定
さ
れ
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
不
動
産
取
引
に
入
る
第
二
者
の
処
遇
を
定
め
る
内
容
は
、
真
正
権
利
者
の
保
護
と
取
引
安
全
の
維
持
を
権
衡
す
る
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際
の
重
要
な
判
断
基
準
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
の
先
行
分
析
に
よ
り
、
物
権
法
制
定
以
前
の
中
国
民
法
通
則
、
契
約
法
で
は
、

無
効
、
取
消
し
、
解
除
の
法
的
効
果
を
巡
っ
て
、
日
本
法
九
四
条
二
項
、
九
六
条
三
項
の
よ
う
な
第
二
者
の
処
遇
を
定
め
る
規
定
は
見
当

た
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
物
権
法
は
、
登
記
効
力
発
生
要
件
主
義
を
都
市
部
の
不
動
産
物
権
変
動
の
原
則
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
論
構
造
で
は
、
不
動
産
の
取
引
が
無
効
、
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
動
産
物
権
変
動
が
最
初
か
ら
生
じ
な
い
た
め
、
物

権
が
遡
及
的
に
元
の
権
利
者
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
ら
か
の
規
定
に
よ
り
制
限
を
加
え
、
そ
の
遡
及
効
を
阻
止
し

な
け
れ
ば
、
取
引
の
安
全
が
甚
だ
し
く
侵
害
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
中
国
法
に
お
け
る
契
約
を
規
律
す
る
法
律
で
は
、
そ
の

遡
及
効
が
第
二
者
と
の
関
係
で
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
る
基
本
規
定
が
完
備
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
物
権
法

一
〇
六
条
の
善
意
取
得
規

定
は
、
取
引
の
安
全
を
図
る
も
の
と
し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

２
、
物
権
法

一
０
六
条
の
解
釈
を
巡
る
立
法
者
お
よ
び
最
高
人
民
法
院
の
見
解

前
述
の
よ
う
に
、
今
ま
で
の
民
事
基
本
法
で
は
、
法
律
行
為
ま
た
は
契
約
が
無
効
あ
る
い
は
取
消
し
に
よ
つ
て
最
終
的
に
効
力
が
生
じ

な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
三
者
の
処
遇
に
触
れ
る
内
容
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
第
二
者
が
関
与
し
た
時
に
終
局
の
物
権

変
動
を
確
定
す
る
た
め
の
条
文
上
の
根
拠
が
欠
如
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
動
産
の
転
売
が
比
較
的
多
く
生
じ
る
状
況
下
で
は
、

静
的
安
全
と
動
的
安
全
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
有
効
に
図
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
形
に
よ
り
関
連
す
る
制
度
を
健
全
化
す
る
必
要
性
が
浮

上
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
人
々
の
増
加
し
つ
つ
あ
る
財
産
保
護
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
生
ま
れ
た
中
国
物
権
法
は
、

第
九
章
の
所
有
権
所
得
の
特
別
規
定
に
お
い
て
、
例
外
的
に
第
二
者
の
保
護
規
定
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
一
〇
六
条
は
、
比
較
的
に
詳
細
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な
基
準
を
設
け
、
善
意
に
よ
つ
て
物
の
所
有
権
を
所
得
し
よ
う
と
す
る
第
三
者
の
保
護
を
図
る
規
定
で
あ
り
、
従
来
の
民
事
基
本
制
度
の

欠
陥
を
補
う
た
め
の
重
要
な
条
文
で
あ
る
。
物
権
法
の
よ
う
な
民
事
基
本
法
に
善
意
の
第
二
者
に
係
わ
る
保
護
規
定
が
新
設
さ
れ
た
こ
と

は
、
中
国
民
事
法
が
健
全
な
市
場
経
済
活
動
の
維
持
に
も
配
慮
し
て
い
る
と
い
う
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
評
価
に
値

す
る
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、　
一
〇
六
条
は
、
動
産
お
よ
び
不
動
産
の
善
意
取
得
を
同
じ
条
文
に
よ
り
規
定
し
て
い
る
上
、
両
者
に
お
け
る
取
得
要
件
を

区
別
し
て
設
け
て
い
な
い
た
め
、
曖
昧
さ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、　
一
〇
六
条
の
冒
頭
に
お
い
て

「処
分
権
の
な
い
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
が
、
「処
分
権
の
な
い
」
こ
と
を
も
た
ら
す
事
情
は
多
岐
に
わ
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
条
は
個
々
の
事
情
の
特
殊
性
を
度
外
視

し
、　
一
つ
の
文
言
を
用
い
て
集
約
し
た
形
に
よ
り
条
文
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
条
文
構
造
は
、　
一
〇
六
条
の
解
釈
の
困
難
を
増
幅
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
を
も
つ
一
〇
六
条
を
巡
っ
て
、
多
元
的
な
角
度
か
ら
議
論
さ
れ

て
お
り
、
百
花
練
乱
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
問
題
核
心
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
立
法
機
関
お

よ
び
裁
判
実
務
に
重
要
な
影
響
を
も
た
ら
す
最
高
人
民
法
院
の
立
場
を
整
理
し
て
み
た
い
。

（１
）
立
法
機
関
の
考
え
方

物
権
法
は
人
々
の
財
産
の
保
護
、
帰
属
に
係
わ
る
重
要
な
法
律
で
あ
る
た
め
、
審
議
の
段
階
か
ら
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
激
し
い
議
論
を
経
て
よ
う
や
く
採
択
さ
れ
た
後
間
も
な
く
し
て
、
立
法
機
関
が

「物
権
法
釈
義
」
と
い
う
立
法
理
由
書
を
出
版
し
、

公
式
な
見
解
を
公
開
し
た
。
理
由
書
は
、
物
権
法
の
逐
条
解
説
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
条
文
の
理
解
を
深
め
る
に
は
非
常
に
有
益
な
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
検
討
す
る
書
意
取
得
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
３

）
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ま
ず
、
善
意
取
得
の
定
義
お
よ
び
適
用
範
囲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
善
意
取
得
と
は
、
譲
受
人
は
、
財
産
の
所
有
権
の

移
転
と
い
う
目
的
を
も
つ
て
、
善
意
で
対
等
の
価
格
に
よ
つ
て
財
産
を
占
有
し
た
場
合
に
、
た
と
え
譲
渡
人
が
所
有
権
を
移
転
さ
せ
る
権

利
が
な
く
て
も
、
譲
受
人
が
そ
の
所
有
権
を
取
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
動
産
の
み
な
ら
ず
、
不
動
産
も
善

意
取
得
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
書
意
取
得
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
第

一
に
、
譲
受
人
は
善
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
譲
渡
人
に

処
分
権
が
な
い
こ
と
に
つ
き
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
譲
受
人
が
合
理
的
な
価
格
を
支
払
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第

二
に
、
譲
渡
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
登
記
が
必
要
な
物
は
登
記
が
す
で
に
移
転
済
み
で
あ
る
こ
と
、
登
記
が
必
要
で
な
い
物
は
譲
受

人
に
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
が
行
わ
れ
た
後
に
、
以
上
の
三
つ
の
要
件
を
同
時
に
具
備
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

立
法
理
由
書
で
は
、　
一
〇
六
条
の
善
意
取
得
の
問
題
に
つ
い
て
基
本
的
な
説
明
が
行
わ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
善
意
、
合
理
的
な
価

格
お
よ
び
不
動
産
取
引
に
お
け
る
登
記
の
移
転
と
い
う
三
つ
の
要
件
は
同
時
に
備
え
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
重
要
な
示

唆
が
得
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
不
動
産
取
引
の
現
状
を
考
え
る
と
、
立
法
機
関
が
提
示
し
た
理
解
に
忠

実
に
従
え
ば
、
取
引
安
全
の
保
護
と
い
う
制
度
趣
旨
を
完
全
に
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
立

法
者
の
基
本
的
な
考
え
方
を
確
認
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
理
由
書
の
意
義
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
立
法
理
由
書
に
お
け
る

解
説
は
や
や
簡
素
な
も
の
と
な
つ
て
お
り
、
有
機
的
に
善
意
取
得
制
度
を
運
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
学
説
に
よ
り
補
足

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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（２
）
最
高
人
民
法
院
の
見
解

中
国
の
最
高
人
民
法
院
は
裁
判
実
務
に
対
し
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、　
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
法
律
に
よ
つ
て
は

「最
高
人
民

法
院
関
与
適
用
○
○
法
若
干
問
題
的
解
釈
」
（○
○
は
法
律
名
と
な
る
）
を
公
布
す
る
方
法
を
用
い
て
、
そ
の
法
律
の
具
体
的
な
適
用
お
よ

び
実
際
の
紛
争
処
理
に
重
要
な
意
見
を
下
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
最
高
人
民
法
院
の
観
点
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
裁
判
実
務

の
方
向
性
の
理
解
に
と
つ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
物
権
法
が
採
択
さ
れ
た
後
に
公
開
さ
れ
た
意
見
書
を
材
料
に
、
最

高
人
民
法
院
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

そ
し
て
、　
一
〇
六
条
が
規
定
す
る
善
意
取
得
制
度
に
つ
い
て
、
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
善
意
取
得
制
度
の
目
的
に
つ
い
て
、
取
引
安
全
の
保
護
、
取
引
の
促
進
、
取
引
の
正
常
な
秩
序
お
よ
び
市
場
経
済
の
正
常
な
発

展
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
取
引
当
事
者
の
信
頼
利
益
の
保
護
、
取
引
コ
ス
ト
な
ど
の
視
点
か
ら
、
善
意
取
得
制
度
を
設
け
る
理
由

に
関
す
る
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。

次
に
、
善
意
取
得
の
構
成
要
件
を
巡
つ
て
以
下
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

①
譲
受
人
が
財
産
譲
渡
時
は
、
善
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
善
意
は
人
の
内
在
的
心
理
活
動
で
あ
り
、
外
部
か
ら
把
握
し

に
く
い
た
め
、
具
体
的
な
基
準
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
書
意
の
認
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
推
定
の
方
法
に
よ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
、
原
則
的
に
護
受
人
は
善
意
な
者
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
従
来
の
権
利
者
は
譲
受
人
の
悪
意
に
つ
き
挙
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
お
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
譲
受
人
に
本
人
の
書
意
に
つ
き
挙
証
責
任
を
負
わ
せ
る
と
、
譲
受
人
の
負
担
を
加
重
さ
せ
、
書
意
の

第
三
者
の
保
護
に
不
利
で
あ
る
。

②
財
産
が
有
償
で
合
理
的
な
価
格
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
償
で
あ
る
こ
と
は
、
善
意
取
得
の
前
提
で
あ
る
。
多
く
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の
無
償
譲
渡
の
場
合
は
、
目
的
物
の
出
所
が
疑
わ
し
く
、
誠
実
な
譲
受
人
と
し
て
は
、
目
的
物
の
出
所
に
つ
い
て
詳
細
に
調
べ
る
必
要
性

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
怠
っ
て
無
償
に
譲
り
受
け
た
場
合
は
、
善
意
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
過
失
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

有
償
の
場
合
に
お
い
て
、
合
理
的
な
価
格
は
財
産
取
得
時
の
善
意
を
認
定
す
る
基
準
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
市
場
経
済
に
お
い
て
、

一
般
論
か
ら
す
れ
ば
財
産
の
譲
渡
は
対
価
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
財
産
譲
渡
は
、
こ
の
取
引
が
善
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
不
信
感
を
引
き
起
こ
す
か
け
で
あ
る
。

③
財
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
法
律
に
従
っ
て
登
記
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
の
移
転
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
動
産
の
よ

う
な
登
記
を
財
産
移
転
の
要
件
と
し
て
い
る
と
き
が
あ
り
、
こ
う
し
た
場
合
は
、
登
記
移
転
時
を
財
産
の
移
転
時
と
し
て
い
る
。

最
後
に
、
善
意
取
得
制
度
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
善
意
取
得
制
度
は
、
取
引
安
全
の
保

護
の
た
め
に
、
従
来
の
権
利
者
と
譲
受
人
と
の
権
利
に
対
し
て
行
う
強
制
的
な
物
権
配
分
に
係
わ
る
国
家
立
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
譲
受

人
が
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
法
律
行
為
で
は
な
く
物
権
法
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
確
定
的
、
終
局
的
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
で
説
明
し
た
最
高
人
民
法
院
の
意
見
を
ま
と
め
る
と
、
取
引
の
安
全
お
よ
び
市
場
経
済
の
健
全
化
が
非
常
に
意
識
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
窺
え
る
。
ま
た
、
挙
証
責
任
配
分
の
理
由
説
明
の
部
分
を
見
る
と
、
善
意
第
二
者
の
保
護
の
必
要
性
が
重
要
視
さ
れ
、
こ
れ
を
念
頭

に
置
き
つ
つ
第
三
者
に
よ
る
立
証
の
負
担
を
減
ら
し
、
取
引
の
促
進
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。

中
国
に
お
い
て
、
二
〇
世
紀
七
〇
年
代
か
ら
経
済
体
制
が
徐
々
に
変
更
さ
れ
、
市
場
経
済
が
段
階
的
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

経
済
体
制
の
移
行
に
対
応
す
る
た
め
に
民
事
法
制
度
も
整
備
さ
れ
つ
つ
、
経
済
活
動
の
促
進
に
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
市
場

経
済
導
入
の
成
果
と
し
て
不
動
産
な
ど
の
個
人
財
産
の
蓄
積
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
民
事
法
制
度
の
根
幹
の

一
つ
で
あ
る
物
権
法
が
制
定
さ
れ
た
。
物
権
法
の
運
用
に
あ
た
つ
て
、
裁
判
実
務
の
甚
大
な
影
響
を
与
え
る
最
高
人
民
法
院
は
、
重
要
な
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解
説
書
に
よ
り
第
二
者
の
保
護
お
よ
び
取
引
安
全
の
維
持
を
強
調
す
る
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
最
高
人
民
法
院
が
市
場
経
済
の
促
進
に
関

す
る
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
評
価
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
書
意
取
得
制
度
に
関
す
る
解
釈
に
は
曖

味
な
部
分
が
存
在
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
最
高
人
民
法
院
の
見
解
を
物
権
法
実
施
に
関
す
る
司
法
解
釈
の
制
定
な
ど
の
確
実
な
方
法
を

用
い
て
一
層
明
白
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
手
法
に
よ
り
実
務
に
お
い
て
取
引
の
安
全
が
図
ら
れ
て
い
る
裁
判
を

定
着
さ
せ
る
こ
と
は
、
中
国
社
会
に
お
け
る
市
場
経
済
化
理
念
の
さ
ら
な
る
浸
透
に
大
変
有
益
で
あ
ろ
う
。

三
、
不
動
産
取
引
紛
争
お
よ
び
解
決
方
法
の
実
態

１
、
初
期
の
判
決
か
ら
見
た
登
記
制
度
の
意
義

不
動
産
の
善
意
取
得
制
度
は
、
不
動
産
の
真
正
権
利
者
と
第
三
者
間
の
利
益
を
調
整
す
る
重
要
な
制
度
で
あ
り
、
善
意
に
よ
つ
て
不
動

産
を
取
得
す
る
第
二
者
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
。
そ
の
善
意
の
判
定
基
準
を
巡
り
、
不
動
産
の
登
記
が
最
も
重
要
な
要
素
と
な
る
。
登
記

制
度
の
持
つ
意
義
ま
た
は
そ
の
役
割
は
国
に
よ
つ
て
異
な
る
。
不
動
産
の
管
理
を
重
視
す
る
中
国
に
お
い
て
は
、　
一
般
的
に
登
記
制
度
の

機
能
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
善
意
取
得
の
事
業
を
検
討
す
る
前
に
、
不
動
産
登

記
制
度
の
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
に
資
す
る
事
案
を
紹
介
し
た
い
。
ま
た
、
物
権
法
は
全
く
新
し
い
民
事
基
本
法
で
あ
り
、
新
制
度
の
実

施
に
あ
た
つ
て
、
従
来
の
考
え
方
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
新
制
度
を
運
用
す
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
物
権
法
施
行
間
も
な
い
頃
の
事
案
は

制
度
に
対
す
る

一
般
的
な
理
解
を
よ
り
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
は
中
国
の
都
会
を
代
表
す
る
天
津
の
事
例
を
紹
介
し
、
中
国
都
市
部
に
お
け
る
登
記
制
度
の
機
能
に
関
す
る
理
解
を
確
認
し
た
い
。
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（１
）
事
実
の
概
要

原
告
Ｘ
は
被
告
Ｙ
の
父
で
あ
る
。
Ｘ
は

一
九
九
八
年
に
現
金
に
よ
り
家
屋
を
購
入
し
、
妻
と
相
談
し
た
結
果
、
家
屋
の
登
記
名
義
人
を

Ｙ
と
し
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
、
Ｙ
お
よ
び
妻
の
三
人
が

一
緒
に
購
入
し
た
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
七
月
、
Ｙ
は
結
婚
す
る
こ

と
を
理
由
に
Ｘ
に
他
所
へ
の
引
っ
越
し
を
要
求
し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
家
屋
を
売
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

原
告
Ｘ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
家
屋
の
登
記
名
義
人
は
子
Ｙ
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
家
屋
を
購
入
す
る
資
金
は
Ｘ
が
提
供
し
た
も
の
で

あ
り
、
家
屋
購
入
後
、
Ｘ
が
最
初
か
ら
こ
の
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
が
家
屋
の
真
正
所
有
者
で
あ
り
、
所
有
権
の
確

認
お
よ
び
登
記
の
変
更
を
請
求
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
被
告
Ｙ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、　
一
九
九
八
年
Ｘ
と
母
が
家
屋
を
購
入
し
た
時
か
ら
家
屋
の
登
記
名
義
人
は
Ｙ
で
あ
り
、
Ｙ

は
家
屋
の
所
有
者
で
あ
る
。

（２
）
判
決
の
概
要

二
〇
〇
七
年

一
〇
月
、
天
津
市
南
開
区
人
民
法
院
は
物
権
法
九
条
に
基
づ
き
、

一
九
九
八
年
家
屋
を
購
入
す
る
際
に
、
そ
の
登
記
名
義
人
を
被
告
と
し
て
い
る
。

う
と
す
る
請
求
は
支
持
で
き
な
い
。

次
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た
。
原
告
お
よ
び
そ
の
妻
は
、

し
た
が
っ
て
、
原
告
の
家
屋
の
所
有
権
を
再
確
認
し
よ

（３
）
分
析

本
事
案
は
、
不
動
産
が
転
売
さ
れ
て
い
な
い
例
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
Ｘ
は
不
動
産
購
入
用
の
資
金
を
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
の
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登
記
名
義
人
は
子
で
あ
る
Ｙ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｘ
は
購
入
し
た
家
屋
に
住
ん
で
お
り
、
不
動
産
の
占
有
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｘ
は
自
分
が
死
亡
す
る
ま
で
家
屋
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
意
思
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
不
動
産
の
転
売
が

行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
取
引
上
の
第
三
者
が
現
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
本
件
の
よ
う
に
登
記
に
不
実
な
状
況
が
生
じ
て
い
れ
ば
、
そ

の
変
更
を
認
め
る
紛
争
解
決
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
国
の
物
権
法

一
九
条
は
、
不
動
産
の
更
正
登
記
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

た
め
、
人
民
法
院
が
Ｘ
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
的
根
拠
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
は
物
権
法
九

条
が
適
用
さ
れ
、
不
動
産
購
入
の
実
際
の
出
資
者
よ
り
、
登
記
を
備
え
た
者
の
利
益
が
優
先
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
事
例
か
ら
は
、
以
下
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
仮
に
不
動
産
取
引
の
安
全
を
図
る
こ
と
が
登
記
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
と
い
う
理

解
に
立
て
ば
、
事
案
の
よ
う
な
第
三
者
が
現
れ
な
い
と
き
は
、
真
実
の
権
利
状
況
を
尊
重
し
て
実
質
の
権
利
者
が
保
護
さ
れ
る
可
能
性
が

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
翻
つ
て
見
る
と
、
不
動
産
の
規
制
を
重
視
し
て
い
る
中
国
に
お
い
て
、
登
記
は
不
動
産
を
管
理
す
る
重
要
な
手

段
で
あ
る
。
物
権
法
に
お
い
て
、
九
条
に
よ
り
登
記
効
力
発
生
要
件
主
義
が
採
用
さ
れ
、
有
因
主
義
を
軸
と
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
た
こ

と
も
ま
た
、
管
理
に
有
利
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
た
側
面
を
帯
び
て
い
る
。
そ
し
て
、
登
記
を
行
う
こ
と
は
当
事
者
に
と
つ
て
一
種
の
法

定
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
本
人
の
過
失
に
よ
り
不
実
な
登
記
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
り
不
利
益
を

被
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
本
件
の
紛
争
処
理
に
お
い
て
は
、
権
利
者
に
よ
る
登
記
行
為
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
解
決
法
が
採

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
物
権
法

一
〇
六
条
の
内
容
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
不
動
産
の
書
意
取
得
の
制
度
設
計
に
お
い

て
も
、
第
二
者
に
よ
る
登
記
の
取
得
は
不
可
欠
な
要
件
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
登
記
の
不
動
産
管
理
機
能
が
重
視

さ
れ
て
い
る
考
え
方
は
、
裁
判
実
務
に
対
し

一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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２
、
真
正
権
利
者
が
保
護
さ
れ
た
判
決

（１
）
事
実
の
概
要

二
〇
〇
五
年
六
月
二
二
日
、
Ｘ

（原
告

・
被
控
訴
人
）
は
、
商
売
用
の
資
金
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
■

（被
告

・
控
訴
人
）
と
契
約
を

締
結
し
た
。
契
約
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
自
己
所
有
の
一
階
に
あ
る
家
屋
を
担
保
に
Ｙ‐
か
ら
二
〇
万
元

（約
二
六
〇
万

円
）
を
借
り
受
け
、
そ
の
融
資
期
間
は
二
〇
〇
五
年
六
月
二
二
日
か
ら
二
〇

一
〇
年
六
月
二
二
日
ま
で
の
五
年
間
と
す
る
。
ま
た
、
Ｘ
は
、

Ｙ．
に
対
し
融
資
の
利
息
を
支
払
わ
な
い
代
わ
り
に
、
家
屋
を
Ｙ‐
に
占
用
さ
せ
、
そ
の
使
用
収
益
を
Ｙ‐
に
取
得
さ
せ
る
。
そ
の
融
資
期
間
内

に
、
Ｙ‐は
家
屋
を
譲
渡
ま
た
は
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
融
資
期
間
終
了
後
、
Ｘ
は
Ｙ．
に
二
〇
万
元
を
返
し
、
Ｙ．
は
Ｘ
に
家

屋
を
返
却
す
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
所
有
権
の
登
記
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
か
ら
Ｙ‐
に
移
転
時
は
Ｘ
が
負
担
し
、
Ｙ．
か
ら
Ｘ

に
返
却
す
る
際
は
Ｙ‐
が
負
担
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
契
約
締
結
時
の
立
会
人
の
証
言
に
よ
る
と
、
契
約
す
る
当
時
、
Ｘ
は
自
己
所

有
の
家
屋
を
利
用
し
て
商
売
用
の
資
金
を
調
達
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
■
は
小
型
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
開
く
た
め
に
、　
一
階
に
あ

る
Ｘ
所
有
の
家
屋
を
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
契
約
締
結
の
当
日
に
、
家
屋
登
記
移
転
の
手
続
き
が
行
わ
れ
、
Ｙ．
は
二
〇
万
元
を
Ｘ
に

引
き
渡
し
た
。

二
〇

一
〇
年
四
月

一
〇
日
、
Ｙ‐
と
協

（被
告

・
控
訴
人
）
は
本
件
家
屋
に
つ
い
て
売
買
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
契
約
に
よ
れ
ば
、
Ｙ‐

は
三
五
万
元
の
価
格
で
家
屋
を
■
に
譲
渡
し
、
家
屋
の
登
記
変
更
が
二
〇

一
〇
年
六
月
二
三
日
に
行
わ
れ
る
と
約
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

当
該
契
約
の
第
八
条
は
、
そ
の
他
の
条
項
と
異
な
っ
て
手
書
き
の
方
式
に
よ
り

（そ
の
他
の
条
項
は
電
子
機
器
に
よ
り
入
力
さ
れ
、
印
刷

さ
れ
て
い
る
）、
「本
契
約
は
二
〇

一
〇
年
六
月
二
三
日
に
効
力
が
発
生
す
る
」
と
の
内
容
を
記
載
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇

一
〇
年
六

月
二
三
日
に
、
本
件
家
屋
の
所
有
権
移
転
登
記
が
行
わ
れ
た
。
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そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｘ
と
Ｙ．間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
は
本
件
家
屋
の
売
買
契
約
で
は
な
く
、
家
屋
を
担
保
と
す
る
消
費
貸
借
契
約
で
あ
る

た
め
、
Ｙ．と
協
間
で
行
わ
れ
た
本
件
家
屋
の
転
売
行
為
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
本
人
に
家
屋
の
所
有
権
が
あ
る
と
主
張
し
、

提
訴
し
た
。

原
告
の
主
張
に
対
し
、
Ｙ‐
と
ち
は
、
両
者
の
契
約
は
、
契
約
法
が
定
め
る
契
約
無
効
の
規
定
に
反
し
て
お
ら
ず
、
Ｙ‐が
Ｘ
と
の
間
で
は

本
件
家
屋
の
所
有
権
が
す
で
に
移
転
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
反
論
し
て
い
る
。

（２
）
判
決
の
概
要

①

一
審
で
は
、
河
南
省
正
陽
県
人
民
法
院
は
以
下
の
よ
う
に
認
定
し
て
、
判
決
を
下
し
た
。

公
民
は
、
信
義
則
に
従
っ
て
民
事
活
動
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
Ｘ
と
Ｙ‐
は
平
等
の
立
場
か
ら
自
ら
の
意
思
に
基
づ
き
、
本

件
家
屋
を
担
保
と
さ
れ
て
い
る
消
費
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
契
約
に
従
っ
て
履
行
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
■
と
、
は
、

本
件
家
屋
の
売
買
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
契
約
の
第
八
条
は
、
手
書
き
の
方
式
に
よ
り

「本
契
約
は
二
〇

一
〇
年
六
月
二
三
日
に
効
力
が

発
生
す
る
」
と
い
う
条
項
を
記
入
し
、
二
〇

一
〇
年
六
月
二
三
日
に
登
記
手
続
き
を
行
っ
た
。
Ｘ
と
Ｙ．
と
の
契
約
で
は
、
二
〇

一
〇
年
六

月
二
二
日
を
も
つ
て
期
間
が
終
了
す
る
と
約
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
契
約
の
慣
習
お
よ
び
日
常
の
生
活
経
験
か
ら
す
る
と
、
ち
は
、

Ｘ
と
Ｙ
間
で
は
事
実
上
本
件
家
屋
を
担
保
と
さ
れ
て
い
る
消
費
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
は
家
屋
の
真
正
所
有
権

者
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
Ｙ．と
Ｌ
間
の
約
定
は
、
Ｘ
と
、
間
で
約
束
し
た
契
約
期
間
か
ら
逃
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
つ
て
、
Ｙ．と
ち
に
よ
る
本
件
家
屋
の
処
分
行
為
は
、
信
義
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
無
権
の
処
分
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
ち
の
行

為
は
、
物
権
法
一
〇
六
条
の
善
意
取
得
規
定
の
適
用
に
符
合
せ
ず
、
Ｙ．と
ち
に
よ
る
本
件
家
屋
の
処
分
行
為
は
Ｘ
の
合
法
的
権
益
を
侵
害
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し
た
も
の
で
あ
り
、
現
行
の
法
律
に
よ
り
否
定
的
な
評
価
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
に
よ
る
Ｙ．と
Ｌ
間
で
の
転
売
行
為

は
無
効
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
契
約
の
目
的
解
釈
お
よ
び
証
言
か
ら
し
て
、
Ｘ
と
Ｙ．間
の
契
約
は
、
不
動
産
の
売
買
契
約
で
は
な
く
消
費
貸
借
契
約
で
あ
る
。

■
、
Ｌ
の
主
張
は
、
事
実
根
拠
お
よ
び
法
的
根
拠
を
欠
く
と
し
て
否
定
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
、　
一
審
は
、
契
約
法
六
条
、
物
権
法

一
〇
六
条
お
よ
び
担
保
法
四
九
条
の
規
定
に
従
い
、
Ｙ‐と
ち
に
よ

る
本
件
家
屋
の
売
買
契
約
は
無
効
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。

一
審
判
決
に
対
し
、
Ｙ‐、
Ｌ
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
上
訴
し
た
。
第

一
に
、　
一
審
の
事
実
認
定
に
間
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

仮
に
Ｘ
、
Ｙ．間
の
契
約
は
消
費
貸
借
契
約
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
本
件
家
屋
の
所
有
権
移
転
の
登
記
を
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
借
金
証
明
書
が
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
Ｘ
、
Ｙ．間
の
契
約
に
お
い
て
利
息
お
よ
び
借
家
の
費
用
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
し
て
、
当
該
契
約
は
消
費
貸
借
契
約
で
は
な
い
。
第
二
に
、
手
続
き
上
に
不
備
が
あ
る
。
本
件
は
物
権
の
所
有
権
を
争
う
事
件
で
あ
る

が
、　
一
審
判
決
で
は
、
、
Ｌ
の
売
買
契
約
が
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、　
一
審
判
決
の
法
的
根
拠
が
存
在
し
な
い
。
第
四
に
、
Ｌ
は

善
意
取
得
に
よ
り
本
件
家
屋
の
所
有
権
を
取
得
し
て
い
る
。

②
二
審
で
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
、
上
訴
が
棄
却
さ
れ
た
。

ま
ず
、
事
実
の
認
定
に
関
し
て
は
、　
一
審
判
決
で
行
わ
れ
て
い
る
内
容
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
Ｘ
、
Ｙ．間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
の
性
質
に
つ
い
て
、
条
件
お
よ
び
期
限
付
き
の
消
費
貸
借
契
約
と
し
た
。
ま
た
、
Ｘ
、
■
が
本

件
家
屋
の
登
記
移
転
を
行
う
際
に
、
売
買
契
約
履
行
の
方
式
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
契
約
時
の
価
格
が
時
価
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
し
て
、
売
買
に
関
す
る
両
当
事
者
の
真
実
な
意
思
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
権
利
移
転
に
関
す
る
合
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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さ
ら
に
、
最
高
人
民
法
院
関
与
貫
徹
執
行

「中
華
人
民
共
和
国
民
法
通
則
」
若
干
問
題
的
意
見

（
一
九
八
八
年
四
月
公
表
）
（以
下
、
「民

法
通
則
」
執
行
意
見
と
略
称
す
る
）

一
一
五
条

一
項
は
、
「抵
当
権
設
定
者
自
身
が
抵
当
物
を
占
有
、
保
管
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
抵

当
権
の
存
続
期
間
中
、
債
権
者
の
同
意
を
得
ず
、
抵
当
権
設
定
者
が
当
該
抵
当
物
を
他
人
に
譲
渡
す
る
と
き
、
又
は
抵
当
物
の
抵
当
権
設

定
済
み
の
部
分
に
つ
き
再
度
抵
当
権
を
設
定
す
る
と
き
は
、
そ
の
行
為
が
無
効
で
あ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
本
件
の
事
実
に
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、
私
が
三
五
万
元

（約
四
五
五
万
円
）
で
本
件
家
屋
を
Ｌ
に
売
却
す
る
行
為
は
、
Ｘ
の
合
法
的
財
産
権
益
を
侵
害
し
て
お
り
、

Ｘ
、
Ｙ．
の
消
費
貸
借
契
約
に
違
反
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ．、
Ｌ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
理
由
に
、
二
審
は
、
上
訴
を
棄
却
し
、　
一
審
判
決
を
維
持
し
た
。

（３
）
分
析

本
事
業
に
は
、
以
下
三
つ
の
課
題
が
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

①
ま
ず
、
本
稿
の
検
討
す
る
不
動
産
善
意
取
得
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
た
い
。

本
件
家
屋
の
登
記
が
Ｘ
か
ら
Ｙ．
へ
移
転
し
、
さ
ら
に
Ｙ‐と
ち
の
売
買
契
約
の
履
行
に
よ
り
Ｌ
へ
移
転
し
た
た
め
、
本
件
は
転
々
譲
渡
の

紛
争
類
型
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。
本
件
の
Ｘ
は
商
売
用
の
資
金
を
入
手
す
る
た
め
に
、
自
己
所
有
の
家
屋
を
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
■
と
の
間
に
金
銭
債
務
の
弁
済
期
日
が
定
め
ら
れ
た
契
約
を
締
結
し
た
が
、
そ
の
契
約
が
履
行
さ
れ
る
際
に
、
家
屋
の
登
記
に

つ
い
て
、
担
保
権
設
定
で
利
用
さ
れ
る
登
記
で
は
な
く
、
所
有
権
移
転
登
記
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
会
人
の
証
言
に
よ
れ
ば
、

Ｘ
は
本
件
家
屋
を
利
用
し
て
商
売
用
の
資
金
を
調
達
し
、
五
年
後
に
家
屋
を
回
収
す
る
趣
旨
で
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
他
方
、

Ｙ．
は
そ
の
間

一
階
に
あ
る
本
件
家
屋
を
利
用
し
て
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ツ
ト
の
経
営
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
契
約
内
容
を
見
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る
と
、
五
年
の
契
約
期
間
が
明
言
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
Ｘ
↓
Ｙ．
と
Ｙ．↓
Ｘ
と
い
う
二
回
の
登
記
移
転
が
予
定
さ
れ
、
そ
の
手
続

き
費
用
の
負
担
方
法
も
約
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｘ
に
は
自
己
所
有
の
家
屋
を
売
却
す
る
意
思
が
な
い
と
言

え
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
で
は
Ｘ
と
、
で
は
不
動
産
契
約
売
買
契
約
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
登
記
簿
で
記
載
さ
れ
て
い
る
Ｙ．
に

所
有
権
が
あ
る
と
い
う
内
容
と
権
利
の
実
態
が

一
致
し
て
い
な
い
。

真
正
権
利
者
と
第
二
者
と
の
利
益
調
整
を
考
え
る
と
、
本
件
で
は
、
家
屋
譲
渡
の
意
思
を
持
っ
て
い
な
い
真
正
権
利
者
Ｘ
は
、
権
利
実

態
と
登
記
内
容
と
の
乖
離
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
過
失
が
あ
る
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
本
件
の
第
三
者
Ｌ
は

売
買
契
約
の
形
式
に
よ
り
三
五
万
元
の
価
格
で
Ｙ‐
か
ら
家
屋
を
購
入
し
、
自
己
へ
の
登
記
の
移
転
を
済
ま
せ
た
。

中
国
物
権
法
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
不
動
産
の
善
意
取
得
の
要
件
と
し
て
、　
一
〇
六
条
の
文
理
解
釈
に
よ
れ
ば
、
登
記
の
具
備
は
必

要
要
件
で
あ
っ
て
、
十
分
要
件
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
に
、
善
意
お
よ
び
合
理
的
な
価
格
も
重
要
な
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
本
件
の
事
実

を
み
る
と
、
Ｘ
に
は
権
利
外
観
の
作
出
に
つ
き
過
失
が
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
者
ち
は
、
登
記
、
合
理
的
な
価
格
と
い
う
要
件
を
具
備
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
問
題
の
焦
点
は
善
意
の
判
断
に
移
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
、
Ｙ‐、
発
間
の
売
買
契
約
は
二
〇

一
〇
年
四
月

一
〇
日
、
す
な
わ
ち
、
Ｘ
と
Ｙ‐
が
約
定
し
た
五
年
期
間
の
終

了
直
前
に
締
結
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
三
五
万
元
の
売
買
金
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｙ‐
に
は
Ｘ
、
Ｙ‐間
の

契
約
は
売
買
契
約
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
本
件
家
屋
を
売
却
す
る
悪
意
が
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
家
屋
の
時
価
が
高
騰
し
た
た
め
、
Ｙ．
は
自
己
が
不
動
産
登
記
の
名
義
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
便
乗
し
て
、
周
到

な
用
意
を
も
つ
て
本
件
の
家
屋
を
売
却
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
Ｌ
側
の
事
情
を
見
る
と
、
確
か
に
、
Ｙ．、
Ｌ
間
の
契
約
で
は
、
そ
の
第
八
条
は
手
書
き
の
方
式
に
よ
り

「本
契
約
は
二
〇

一
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〇
年
六
月
二
三
日
に
効
力
が
発
生
す
る
」
と
い
う
補
足
条
項
を
記
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇

一
〇
年
六
月
二
三
日
に
、
Ｙ‐、
Ｌ
間
に
登

記
移
転
手
続
き
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
し
て
、
直
ち
に
ち
に
も
悪
意
が
あ
る
と
推
測
す
る
の
は
拙
速
に
す

ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
件
で
は
、
Ｙ．は
Ｘ
、
Ｙ．間
の
契
約
は
売
買
契
約
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
悪
意

を
も
つ
て
い
ち
早
く
本
件
家
屋
を
売
却
し
よ
う
と
解
す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
契
約
締
結

後
に
、
好
意
を
装
っ
て
第
二
者
ち
に
迅
速
な
売
買
契
約
の
履
行
を
勧
誘
し
、
契
約
発
効
日
を
補
記
し
た
上
、
同
日
に
登
記
移
転
の
手
続
き

を
行
う
よ
う
約
束
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
ち
は
、
現
実
に
家
屋
を
占
有
し
て
い
る
、
が
誠
実
な
人
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
い
ち
早
く
家
屋
の
所
有
権
を
入
手
し
よ

う
と
、
Ｙ‐
の
意
見
に
賛
同
す
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
の
事
実
か
ら
、
合
理
的
な
価
格
に
よ
り
本
件
家
屋
を
購
入
し

た
ち
は
善
意
者
で
は
な
い
と
短
絡
的
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、
本
件
で
は
、
真
正
権
利
者
Ｘ
に
は
権
利
外
観
の
作
出
に
つ
き
過
失
が
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
者

ち
は
事
実
か
ら
し
て
直
ち
に
善
意
者
で
は
な
い
と
断
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
ち
が

一
〇
六
条
の

定
め
る
善
意
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
仮
に
取
引
の
安
全
を
重
視
す
る
立
場
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
二
者
Ｌ
が
保
護
さ

れ
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、　
一
審
、
二
審
共
に
過
失
の
あ
る
真
正
権
利
者
Ｘ
の
権
利
を
保
護
し
て
い
る
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
件
で
は
、
Ｘ
、
Ｙ．間
の
契
約
内
容
か
ら
し
て
、
■
は
Ｘ
に
は
本
件
不
動
産
の
所
有
権
を
譲
渡
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
■
、
Ｌ
間
の
契
約
を
勘
案
す
る
と
、
Ｘ
と
の
契
約
が
終
了
後
に
家
屋
の
返
却
が
請
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
認

識
し
て
い
る
Ｙ．は
、
緻
密
な
計
画
に
よ
り
家
屋
の
時
価
の
高
騰
か
ら
生
じ
る
利
益
を
不
当
に
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
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る
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
で
は
、
信
義
則
が
強
調
さ
れ
、
悪
質
な
行
為
者
Ｙ‐
へ
の
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
理
的
な
価
格
を

支
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ち
は
Ｙ．
の
不
当
行
為
に
同
調
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
証
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、

Ｙ．と
Ｌ
間
の
契
約
が
無
効
と
さ
れ
た
上
、
Ｘ
が
保
護
さ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、　
一
〇
六
条
の
適
用
に
あ
た
つ
て
、
第
二
者
の
主
観
様
態
だ
け

で
は
な
く
、
他
人
の
財
産
を
権
限
な
く
処
分
し
た
者
の
悪
意
の
程
度
も
相
当
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
中
国
の
法
に
は
古
く

か
ら
性
善
説
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
道
徳
的
律
法
と
い
う
側
面
が
あ
嘘
、
善

へ
導
か
せ
る
た
め
に
、
裁
判
で
は
紛
争
当
事
者
を
巡
る
道
徳

的
判
断
を
も
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
存
在
す
る
。
本
事
案
か
ら
、
現
在
で
も
裁
判
時
に
お
い
て
行
為
者

へ
の
道
徳
的
な
判
断
が
為
さ
れ
る
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
判
断
構
造
は
、
他
の
事
業
に
お
い
て
も
生
じ
う
る
た
め
、
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

②
次
に
本
事
業
の
理
論
根
拠
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

本
件
の
判
断
で
は
、
、
と
Ｌ
と
の
間
で
行
わ
れ
た
家
屋
の
売
買
契
約
が
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
訴
理
由
に
お
い
て
こ
の
間

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
二
審
は

一
審
の
判
断
を
維
持
し
て
い
る
。

こ
の
裁
判
手
法
に
つ
い
て
、
従
来
か
ら
、
物
権
の
帰
属
を
巡
る
紛
争
解
決
で
は
、
物
権
変
動
原
因
で
あ
る
契
約
が
無
効
に
さ
れ
る
判
決

が
多
発
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
物
権
法
が
制
定
さ
れ
る
前
の
裁
判
実
務
で
は
、
登
記
名
義
変
更
手
続
き
が
完
了
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
売
主
が
翻
意
す
る
と
き
に
、
売
買
契
約
を
無
効
に
し
た
上
で
原
状
回
復
さ
せ
る
と
す
る
判
断
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
問
題
を
是
正
す
る
た
め
に
、
物
権
法

一
五
条
は
、
「当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た
不
動
産
物
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
及
び
消
滅
に
関
す
る

契
約
は
、
法
律
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
、
又
は
契
約
に
別
段
の
約
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
契
約
成
立
の
時
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

物
権
の
登
記
を
経
由
し
て
い
な
く
て
も
、
契
約
の
効
力
に
は
影
響
し
な
い
。」
と
規
定
し
、
い
わ
ゆ
る

「物
権
変
動
と
原
因
行
為
の
区
分
原

則
」
を
条
文
化
し
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
Ｌ
に
は
Ｙ‐と
の
契
約
の
締
結
に
あ
た
つ
て
、
Ｘ
の
利
益
を
侵
害
す
る
悪
意
が
存
在
す
る
か
否
か
が

判
然
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
で
は
、
Ｙ．、
Ｌ
間
の
契
約
が
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。
理
論
的
に
言
え
ば
、
仮
に
本

件
の
第
二
者
Ｌ
が
善
意
者
で
は
な
い
た
め
、
真
正
権
利
者
Ｘ
を
保
護
し
よ
う
と
考
え
る
と
し
て
も
、　
一
〇
六
条
を
適
用
す
れ
ば
、
条
文
上

の
根
拠
が
備
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
で
は
あ
え
て
Ｙ．、
Ｌ
間
の
契
約
を
無
効
に
す
る
必
要
性
が
見
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。

■
、
Ｌ
間
の
契
約
が
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
す
で
に
採
用
さ
れ
た
債
権

・
物
権
峻
別
の
理
論
に
混
乱
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
生

じ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
Ｌ
は
契
約
不
履
行
を
理
由
に
Ｙ．
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
契
約
当
事

者
間
の
意
思
自
治
を
な
る
べ
く
尊
重
す
る
観
点
か
ら
す
る
と
、
安
易
に
契
約
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
で
は
な
か
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
中
国
に
お
い
て
契
約
が
無
効
に
さ
れ
や
す
い
状
況
が
頻
発
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
が
強
力
な
職
権
を
用
い
て
問
題
解
決
に

臨
む
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
上
、
中
国
の
裁
判
で
は
、
民
事
紛
争
を
処
理
す
る
際
に
裁
判
官
が
強
い
職
権

を
も
つ
て
、
当
事
者
の
刑
事
責
任
を
課
す
伝
統
が
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
、
中
国
の
裁
判
で
は
強
い
職
権
に
よ
り
民
事
紛
争
を
解
決
す
る

傾
向
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
が
故
に
、
本
来
な
ら
ば
当
事
者
の
意
思
自
治
が
守
ら
れ
る
べ
き
契
約
の
領
域
に
お
い
て
も
、
必
要
以
上
の

干
渉
が
現
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
の
た
め
、
本
来
有
効
な
契
約
も
し
ば
し
ば
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
市
場
経
済
へ
の
移
行
を
原
則
と
し
て
い
る
現
在
、
活
発
な
契
約
活
動
に
よ
り
経
済
の
活
性
化
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
う
し
た
理
念
を
念
頭
に
置
く
の
な
ら
ば
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
可
能
な
限
り
契
約
を
存
続
さ
せ
る
方
向

へ
舵
を
切
り
替
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

③
二
審
で
提
示
さ
れ
た
条
文
根
拠
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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Ｘ
と
Ｙ‐
の
契
約
の
実
体
を
巡
っ
て
、
本
件
で
は
、
Ｘ
は
自
己
所
有
の
家
屋
を
活
用
し
、
商
売
用
の
資
金
の
調
達
を
図
ろ
う
と
し
た
。
ま

た
、
Ｘ
は
、
本
件
家
屋
を
利
用
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
を
Ｙ．
に
占
用
、
利
用
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
利
息
支
払
い
の
免
除
を
図
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
Ｘ
、
Ｙ‐間
の
契
約
は
実
質
上
担
保
権
の
設
定
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
不
動
産
質
の
実
態
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
担
保
目
的
物
を
登
記
す
る
際
に
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
所
有
権
移
転
の
登
記
が
行
わ
れ
、
Ｙ．
に
よ
る
所
有
権

の
処
分
が
行
わ
れ
た
。

二
審
の
判
決
は
、
Ｘ
、
Ｙ．間
の
契
約
は
消
費
貸
借
契
約
と
理
解
し
た
上
で
、
「民
法
通
則
」
執
行
意
見

一
一
五
条

一
項
の
規
定
を
法
的
根

拠
に
、
Ｙ‐
が
行
っ
た
本
件
家
屋
の
売
買
契
約
を
無
効
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
二
審
判
決
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
深
刻
な
問
題
を
抱

え
て
い
る
。

ま
ず
、
引
用
さ
れ
た
条
文
は

「抵
当
権
設
定
者
自
身
が
抵
当
物
を
占
有
、
保
管
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、

本
件
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
本
条
文
を
適
用
す
る
前
提
が
存
在
し
て
い
な
い
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
は
本
件
家
屋
の

所
有
者
で
あ
り
、
抵
当
権
設
定
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｙ‐は
金
銭
債
権
者
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
金
銭
債
権
者
の
Ｙ．が
家
屋
の
売
却
を
行
っ

た
た
め
、
「民
法
通
則
」
執
行
意
見

一
一
五
条

一
項
の

「担
当
権
設
定
者
が
当
該
抵
当
物
を
他
人
に
譲
渡
」
の
内
容
と
抵
触
し
て
い
る
。
恐

ら
く
、
Ｌ
、
Ｌ
間
の
契
約
を
無
効
に
し
た
い
と
い
う
判
断
が
先
行
し
て
、
規
定
の
内
容
が
良
く
吟
味
さ
れ
な
い
ま
ま
に
条
文
を
引
用
し
た

と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
判
決
を
下
し
た
時
点
で
は
、
「民
法
通
則
」
執
行
意
見

一
一
五
条

一
項
自
体
が
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
た
め
、
適
用
す
る
余

地
さ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
の
規
定
は
、
物
権
法
の
規
定
と
抵
触
す
る
た
め
、
二
〇
〇
八
年

一
二
月
二
四
日
よ
り
施

行
さ
れ
た
最
高
人
民
法
院
の
決
定
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
物
権
法

一
七
九
条
は
、
抵
当
権
の
内
容
を
説
明
し
て
お
り
、
抵
当
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目
的
物
の
占
有
は
抵
当
権
設
定
者
か
ら
移
転
し
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
他
方
、
物
権
法
二
〇
八
条
は
、
占
有
の
移
転
が
必
要
と
さ
れ

る
動
産
質
権
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
物
権
法
は
厳
格
な
物
権
法
定
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
「民
法
通
則
」
執
行
意
見
を
制
定
す
る

当
時
で
は
、
動
産
と
不
動
産
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
ず
に
抵
当
権
設
定
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
一
五
条
は
混
乱
を
も
た
ら
す
恐
れ

が
あ
る
た
め
、
最
高
人
民
法
院
審
判
委
員
会
は
、
こ
の
規
定
を
廃
止
し
た
と
思
わ
れ
る
。

も
つ
と
も
、
中
国
は
、
裁
判
官
の
恣
意
的
な
判
断
を
防
ぐ
た
め
、
裁
量
で
は
な
く
法
そ
の
も
の
に
よ
り
紛
争
処
理
さ
せ
よ
う
と
す
る
法

伝
統
が
あ
る
た
め
、
現
代
の
民
事
法
規
の
制
定
に
お
い
て
も
従
来
の
立
法
手
法
が
維
持
さ
れ
、
裁
判
官
の
主
観
的
要
素
を
排
除
し
、
そ
の

独
断
を
制
限
す
る
た
め
に
各
種
の
裁
判
基
準
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
民
事
法
制
が
煩
雑
、
複
雑
な
も
の
と
な
る
現
象
が
発
生

し
て
い
る
。
大
量
の
規
定
が
錯
綜
し
て
い
る
が
故
に
、
裁
判
実
務
で
は
規
定
の
最
新
の
動
向
が
見
逃
さ
れ
る
恐
れ
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し

て
、
本
事
案
に
お
け
る
二
審
の
条
文
適
用
も
ま
た
、
法
の
煩
雑
、
錯
綜
の
現
状
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

３
、
第
二
者
が
保
護
さ
れ
た
判
決

（１
）
事
実
の
概
要

Ｘ

（原
告
、
控
訴
人
）
は
Ａ
の
兄
弟
で
あ
り
、
本
件
家
屋
の
原
登
記
名
義
人
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年

一
月
、
Ａ
は
Ｘ
の
身
分
証
明
書
と

本
件
家
屋
の
権
利
証
明
書
を
用
い
て
、
Ｂ
不
動
産
仲
介
業
者
に
本
件
家
屋
の
売
却
を
依
頼
し
た
。
二
〇
〇
二
年

一
月

一
七
日
に
、
Ｘ
を
売

主
と
し
、
Ｙ

（被
告
、
被
控
訴
人
）
を
買
主
と
し
、
Ｂ
不
動
産
仲
介
業
者
が

一
部
の
売
買
手
続
き
を
代
理
す
る
と
す
る
、
本
件
家
屋
の
伸

介
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
本
契
約
で
は
、
Ｙ
は
二
六
万
二
〇
〇
〇
元

（約
二
四
〇
万
円
）
の
価
格
に
よ
り
本
件
家
屋
を
購
入
す
る
と
約
定

さ
れ
て
い
る
。
契
約
が
締
結
さ
れ
た
当
日
、
Ｙ
は
Ａ
に
対
し
五
〇
〇
〇
元
の
手
付
金
を
支
払
い
、
Ａ
は
こ
れ
を
受
け
取
り
、
Ｘ
を
名
義
人
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と
す
る
領
収
書
を
Ｙ
に
引
き
渡
し
た
。

そ
の
後
、
Ａ
と
Ｙ
は
、
Ｘ
を
名
義
人
と
す
る
家
屋
売
買
契
約
を
締
結
し
、
次
の
よ
う
に
約
定
し
て
い
る
。
↓
Ｙ
は
Ｘ
か
ら
二
六
万
二
〇

〇
〇
元
の
価
格
に
よ
り
本
件
家
屋
を
購
入
す
る
。
↓
Ｙ
が
支
払
っ
た
五
〇
〇
〇
元
の
手
付
金
は
売
買
代
金
の
一
部
と
す
る
。
口
Ｙ
は
、
二

〇
〇
二
年
二
月
五
日
ま
で
に
一
〇
万
元
、
二
〇
〇
二
年
三
月
三
〇
日
ま
で
に

一
五
万
七
〇
〇
〇
元
を
支
払
う
。
Ｏ
Ｘ
は
二
〇
〇
二
年
二
月

三
〇
日
ま
で
に
、
Ｙ
に
本
件
家
屋
を
引
き
渡
す
。　
ｖ，
本
契
約
が
締
結
さ
れ
た
二
五
日
以
内
に
、
本
件
家
屋
の
名
義
変
更
手
続
き
を
行
う
。

上
記
の
売
買
契
約
締
結
後
、
二
〇
〇
二
年

一
月
三
一
日
、
Ａ
と
Ｙ
は
、
Ｘ
を
名
義
人
と
す
る

「第

一
期
家
屋
売
買
代
金
支
払
い
に
関
す

る
協
議
」
を
締
結
し
た
。
こ
の
協
議
で
は
、
Ｙ
は
二
〇
〇
二
年
二
月
五
日
ま
で
に
第

一
期
の
売
買
代
金

一
〇
万
元
を
支
払
い
、
Ｘ
は
代
金

受
領
後

一
週
間
以
内
に
本
件
家
屋
の
ロ
ー
ン
を
完
済
す
る
と
約
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
協
議
が
締
結
さ
れ
た
当
日
、
Ａ
は
、
Ｙ
が
支
払
っ

た

一
〇
万
元
を
受
領
し
、
Ｘ
を
名
義
人
と
す
る
領
収
書
を
Ｙ
に
渡
し
た
。

そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
二
月
、
Ａ
は
Ｘ
に
成
り
す
ま
し
て
、
Ｙ
と

一
緒
に
登
記
機
関
へ
赴
き
、
本
件
家
屋
の
不
動
産
登
記
名
義
変
更
手

続
き
を
行
っ
た
。
同
年
二
月
二
二
日
、
Ｙ
は
本
件
家
屋
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
二
月
二
二
日
、
二
月
二

九
日
、
Ｙ
は
Ａ
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ

一
三
万
三
〇
〇
〇
元
、
二
万
四
〇
〇
〇
元
を
支
払
い
、
Ａ
は
Ｘ
を
名
義
人
と
す
る
領
収
書
を
Ｙ
に
渡

し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
本
件
家
屋
の
内
装
を
行
い
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
〇

一
〇
年
二
月
二
三
日
、
Ｘ
は
、
本
件
家
屋
が
売
買
さ
れ
る
際
に
、
本
人
が
そ
の
事
情
を
全
く
了
解
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
所
有
権

登
記
移
転
手
続
き
お
よ
び
売
買
代
金
の
領
収
は
す
べ
て
Ａ
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
Ａ
と
Ｙ
が
締
結
し
た
契
約
は
無
効
で
あ
る
と
主

張
し
て
、
本
件
家
屋
の
返
還
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

原
告
の
主
張
に
対
し
、
Ｙ
は
次
の
よ
う
な
反
論
を
行
っ
た
。
本
件
家
屋
の
売
買
は
不
動
産
仲
介
業
者
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
有
効
な
も
の
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で
あ
る
。
そ
し
て
、
所
有
権
登
記
移
転
手
続
き
の
際
に
関
連
書
類
が
審
査
さ
れ
、
本
人
は
正
当
な
手
続
き
を
経
て
所
有
権
者
と
な
つ
た
。

さ
ら
に
、
た
と
え
Ａ
が
本
件
家
屋
の
所
有
者
で
は
な
く
て
も
、
Ｘ
は
Ａ
に
対
し
て
権
利
を
主
張
す
べ
き
で
あ
り
、
Ｙ
は
善
意
の
第
二
者
で

あ
る
た
め
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

（２
）
判
決
の
概
要

①

一
審
は
、
諸
契
約
お
よ
び
領
収
書
で
記
載
さ
れ
た
署
名
の
司
法
鑑
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
判
決
を
下
し
た
。

本
件
家
屋
の
原
所
有
者
は
、
Ｘ
で
あ
る
。
Ａ
は
、
Ｘ
の
同
意
を
得
ず
に
Ｘ
の
身
分
証
明
書
お
よ
び
不
動
産
の
権
利
証
書
を
持
ち
出
し
、

Ｘ
を
名
義
人
と
す
る
契
約
を
締
結
し
、
事
後
に
Ｘ
の
追
認
も
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
Ｘ
を
名
義
人
と
し
て
い
る
Ｙ
と
の
家
屋
売
買

契
約
は
無
効
で
あ
る
。
本
来
な
ら
契
約
の
無
効
に
よ
り
、
目
的
物
は
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
処

分
権
の
な
い
者
が
不
動
産
を
譲
受
人
に
譲
渡
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
譲
受
人
が
譲
り
受
け
た
時
に
善
意
で
、
か
つ
合
理
的
な
価
格
に
よ
り

購
入
さ
れ
登
記
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
、
原
所
有
権
者
は
処
分
権
の
な
い
者
に
損
失
の
賠
償
を
求
め
る

権
利
を
有
す
る
。
本
件
で
は
、
Ｙ
は
仲
介
業
者
を
通
じ
て
家
屋
を
購
入
し
た
た
め
、
主
観
的
に
は
悪
意
が
な
く
、
加
え
て
、
Ｙ
は
合
理
的

な
対
価
を
支
払
い
、
所
有
権
の
登
記
を
取
得
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
家
屋
の
売
買
契
約
は
無
効
で
は
あ
る
が
、
Ｙ
は
な
お
善
意

取
得
の
規
定
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
し
て
い
る
。
Ｘ
は
、
本
件
家
屋
の
原
権
利
者
と
し
て
Ａ
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
本
件
家
屋
の
返
還
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
、　
一
審
は
、
契
約
法
の
四
八
条
、
五
二
条
、
五
八
条
お
よ
び
物
権
法

一
〇
六
条
を
根
拠
に
、
Ｘ
を
名
義

人
と
し
て
い
る
Ｙ
と
の
家
屋
売
買
契
約
を
無
効
と
し
、
Ｘ
の
家
屋
の
返
還
請
求
を
認
め
な
い
と
す
る
判
決
を
下
し
た
。
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一
審
判
決
に
対
し
、
Ｘ
は
、
本
人
の
家
屋
に
係
わ
る
売
買
契
約
が
無
効
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
屋
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な

い
の
は
、
矛
盾
が
あ
る
と
し
て
上
訴
し
、
そ
の
返
還
を
求
め
た
。

②
二
審
は
、
二
次
の
よ
う
に
述
べ
、
上
訴
を
棄
却
し
た
。

ま
ず
、
本
件
に
お
け
る
事
実
お
よ
び
司
法
鑑
定
の
結
果
か
ら
し
て
、
Ｘ
を
名
義
人
と
し
て
い
る
Ｙ
と
の
家
屋
売
買
契
約
が
無
効
と
さ
れ

る
の
は
正
当
で
あ
る
。

次
に
、
関
連
す
る
証
拠
を
踏
ま
え
る
と
、
契
約
当
時
に
Ａ
は
Ｙ
に
対
し
自
己
は
Ｘ
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
事
実
が
見
ら
れ
な
い
、

ま
た
、
Ａ
と
Ｙ
は
知
人
で
は
な
く
、
Ｙ
が
仲
介
業
者
を
通
じ
て
本
件
家
屋
の
購
入
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｙ
は
合
理
的
な
対
価
を
払
っ
て

お
り
、
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
は
、
本
件
家
屋
の
売
買
の
過
程
に
お
い
て
過
失
が
な
い
た
め
、
物
権

法
の
善
意
取
得
規
定
に
よ
り
本
件
家
屋
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
二
審
は
、　
一
審
に
は
矛
盾
が
生
じ
て
い
な
い
と
判
断
し
、
上
訴
を
棄
却
し
た
。

（３
）
分
析

①
ま
ず
、
不
動
産
善
意
取
得
の
適
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

本
事
業
は
、
物
権
法

一
〇
六
条
が
想
定
す
る
典
型
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
件
で
は
、
真
正
権
利
者
Ｘ
の
所
有
権
は
、
兄
弟
で
あ
る

Ａ
に
よ
り
不
当
に
処
分
さ
れ
、
第
二
者
Ｙ
は
、
売
買
契
約
に
よ
り
そ
の
登
記
を
備
え
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
の
事
実
か
ら
し
て
、
無
権
利

者
で
あ
る
Ａ
は
Ｘ
の
身
分
証
明
書
お
よ
び
本
件
家
屋
の
権
利
証
書
を
利
用
し
、
Ｘ
の
名
義
で
売
買
契
約
を
締
結
し
て
い
る
た
め
、
他
人
の

権
利
を
処
分
す
る
事
案
に
属
す
る
。
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真
正
権
利
者
と
第
二
者
の
利
益
を
権
衡
す
る
視
点
か
ら
し
て
、
Ｘ
側
は
、
中
国
当
時
の
社
会
的
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
全
く
過
失
が
な

い
と
断
言
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
場
経
済

へ
の
移
行
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
時
代
の
中
国
に
お
い
て
、
都
市
部
の
住

宅
は
基
本
的
に
職
場
か
ら
配
分
さ
れ
、
賃
貸
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
少
な
く
と
も

一
九
九
〇
年
代
で
は
、
成
熟
し
た
不
動
産
取
引
市
場

が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
当
時
多
く
の
人
々
に
と
つ
て
複
数
の
不
動
産
を
所
有
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、

Ｘ
も
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
な
自
己
所
有
の
家
屋
が
不
当
に
処
分
さ
れ
、
他
人

に
占
有
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
状
況
に
つ
き
完
全
に
知
ら
な
か
つ
た
こ
と
は
な
し
ろ
異
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

Ｘ
が
提
訴
す
る
ま
で
の
八
年
間
は
、
上
海
に
お
け
る
不
動
産
価
格
が
急
激
に
高
騰
し
た
た
め
、
通
常
、
自
己
所
有
の
不
動
産
の
状
況
に
関

心
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
売
買
の
過
程
に
お
い
て
、
「第

一
期
家
屋
売
買
代
金
支
払
い
に
関
す
る
協
議
」
が
締
結
さ
れ
、
そ
の
内
容

か
ら
し
て
、
本
件
家
屋
に
は
ロ
ー
ン
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
で
き
る
。
Ｘ
は
、　
ロ
ー
ン
が
完
済
さ
れ
、
請
求
さ
れ
な
く
な
つ
た
こ

と
に
つ
い
て
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
状
況
か
ら
し
て
、
八
年
間
に
渡
っ
て
権
利
の
主
張
を
し
な
か
っ
た
Ｘ
に
は
少

し
の
過
失
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
断
定
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
不
動
産
の
仲
介
業
者
を
経
由
し
て
本
件
家
屋
を
購
入
し
て
お
り
、
合
理
的
な
価
格
に
よ
つ
て
そ
の
家
屋
を
取
得
し

た
。
ま
た
、
取
引
の
流
れ
を
見
る
と
、
Ｙ
は
三
つ
の
契
約
又
は
協
議
を
経
て
、
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
本
件
家
屋
の
所
有
権
者
と
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｙ
は
，
本
件
家
屋
の
売
買
に
つ
き
過
失
が
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

判
決
で
は
、　
一
審
、
二
審
と
も
第
二
者
Ｙ
の
権
利
を
保
護
す
る
判
断
を
下
し
て
い
る
。
上
記
の
事
案
分
析
か
ら
、
不
動
産
善
意
取
得
の

適
用
に
関
す
る
判
決
の
判
断
は
正
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
続
い
て
、
本
事
案
の
条
文
お
よ
び
理
論
構
成
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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物
権
法

一
〇
六
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
本
件
の
事
実
か
ら
し
て
、　
一
審
、
二
審
の
判
断
が
適
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
裁
判
の
Ｙ
の
本
件
家
屋
購
入
の
契
約
を
巡
る
分
析
を
行
い
た
い
。
本
件
で
は
、
Ａ
が
原
所
有
権
者
Ｘ
に
成
り
済
ま
し
、

Ｙ
と
の
間
で
Ｘ
が
名
義
人
と
さ
れ
る
売
買
が
行
わ
れ
た
。
他
人
の
権
利
が
処
分
さ
れ
る
契
約
は
、
契
約
法
で
は
、
効
力
未
定
の
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
無
権
利
者
は
原
権
利
者
に
成
り
済
ま
し
、
権
限
な
く
原
所
有
者
の
財
産
を
処
分
し
た
契
約
は
、
原
権
利
者
の
追

認
す
る
こ
と
に
よ
り
有
効
に
な
る
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
無
効
に
な
る
。
原
権
利
者
意
思
の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
件
に
お
け
る
契

約
無
効
の
判
断
自
体
は
適
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
注
意
す
べ
き
は
、
本
件
の
事
案
を
適
用
で
き
る
契
約
法
の
根
拠
規
定
は
二
か
条
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
本
件
判
決
で
引
用
さ
れ
た
四
八
条
以
外
に
五

一
条
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
代
理
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
後
者
は
無
権
利
者
の

処
分
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
仮
に
無
権
代
理
が
生
じ
る
前
提
が
本
人
を
代
理
し
て
契
約
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
す
る
立
場
を

と
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
は
五

一
条
の
反
対
解
釈
に
よ
り
契
約
を
無
効
に
す
る
解
釈
も
可
能
と
な
る
た
め
、
あ
え
て
四
八
条
を
適
用
す
る

必
要
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
契
約
法
五

一
条
は
、
「処
分
権
を
有
し
な
い
者
」
に
よ
る
他
人
の
財
産
処
分
を
規
定
す
る
条
文
で
あ
り
、
そ
し
て
、

物
権
法

一
〇
六
条
は

「処
分
権
の
な
い
者
」
が
他
人
の
財
産
を
処
分
し
た
場
合
に
お
け
る
物
権
の
帰
属
を
定
め
る
規
定
で
あ
る
た
め
、
処

分
権
が
な
い
と
い
う
両
者
の
共
通
点
を
重
視
す
れ
ば
、
五

一
条
を
適
用
し
た
方
が
よ
り
条
文
上
の
整
合
性
が
保
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
判
決
で
は
、
四
八
条
が
適
用
さ
れ
、
契
約
が
無
効
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
恐
ら
く
四
八
条
で
は
無
権
代
理
に
お
い
て

本
人
の
追
認
が
な
け
れ
ば
行
為
が
無
効
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五

一
条
の
反
対
解
釈
で

は
な
く
、
四
八
条
を
法
的
根
拠
と
す
る
な
ら
ば
、
無
効
と
い
う
法
的
効
果
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
た
め
、
当
事
者
の
説
得
は
容
易
に
な
る
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と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
件
の
法
的
判
断
に
従
え
ば
、
本
人
に
成
り
済
ま
し
た
行
為
も
広
義
に
お
い
て
は
無
権
代
理
契
約

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
五

一
条
の
規
定
が
用
意
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
条
を
根
拠
と
し
な
い
の
は
、
条
文
適
用
範
囲
の
予
見

性
に
混
乱
を
も
た
ら
す
恐
れ
を
生
じ
さ
せ
る
。

し
た
が
っ
て
、
物
権
法

一
〇
六
条
と
の
整
合
性
お
よ
び
法
的
予
見
性
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
は
、
契
約
を
無
効

に
す
る
根
拠
規
定
を
五

一
条
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

四
、
不
動
産
取
引
紛
争
の
実
態
を
踏
ま
え
た
評
価

１
、
事
案
の
総
合
的
な
検
討

本
稿
の
三
で
は
、
三
つ
の
事
案
を
取
り
上
げ
、
紛
争
解
決
の
事
態
お
よ
び
紛
争
処
理
方
法
に
対
す
る
評
釈
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
横

断
的
な
視
点
か
ら
各
事
案
の
特
徴
お
よ
び
相
違
点
を
整
理
し
、
裁
判
実
務
の
特
色
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
し
た
い
。
な
お
、
以
下
で
は
、

本
稿
三
で
検
討
し
た
三
つ
の
事
案
を
紹
介
し
た
順
に
、
事
案

一
、
事
案
二
、
事
案
三
と
す
る
。

（１
）
各
事
案
の
特
徴

事
案

一
は
、
第
三
者
が
登
場
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
事
案
で
は
、
不
動
産
の
購
入
に
資
金
を
提
供
し
た
真
正
権
利
者
は
、
子
を

不
動
産
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
し
て
い
た
。
本
来
な
ら
ば
、
本
事
案
の
よ
う
な
不
実
な
登
記
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
物
権
法
で
規

定
さ
れ
て
い
る
更
正
登
記
を
用
い
て
不
実
の
状
況
が
解
消
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
で
は
、
登
記
効
力
発
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生
要
件
主
義
が
重
視
さ
れ
、
物
権
法
九
条
の
適
用
に
よ
り
、
真
正
権
利
者
が
保
護
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
事
案
か
ら
し
て
、
中
国
に

お
け
る
登
記
の
機
能
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
に
お
い
て
は
、
登
記
の
第

一
義
的
な
機
能
は
不
動
産

の
管
理
に
あ
り
、
取
引
の
安
全
を
図
る
機
能
は
第
二
義
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、　
一
〇
六
条
で
は
不
動
産
の
登
記
を
善
意
取
得
の
必
要
要
件

と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

事
案
二
は
、
大
都
会
で
は
な
い
地
域
で
生
じ
た
紛
争
で
あ
る
。
本
事
案
で
は
、
売
買
契
約
を
経
て
家
屋
の
所
有
権
を
取
得
し
よ
う
と
し

た
第
二
者
は
、
時
価
で
不
動
産
の
購
入
を
し
、
そ
の
登
記
ま
で
備
え
て
い
た
が
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
案
か
ら
し
て
、
真
正
権
利

者
に
権
利
外
観
の
作
出
に
つ
き
過
失
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
契
約
の
売
主
に
相
当
の
害
意
が
あ
れ
ば
、
買
主
で
あ
る
第
二
者
に
つ

い
て
過
失
の
有
無
が
判
然
と
し
な
い
と
き
で
も
、
第
二
者
が
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
が
判
明
で
き
た
。
本
事
案
は
経
済
活
動
が
活
発
で
な
い

地
域
で
生
じ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
従
来
の
物
権
紛
争
に
関
す
る
価
値
判
断
で
は
、
第
二
者
の
保
護
よ
り
も
、
真
正
権

利
者
を
保
護
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
際
、
真
正
権
利
者
の
利
益
を
害
し
た
売
主
の
悪
質
さ
が
相
当
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

事
案
三
は
、
大
都
市
で
あ
る
上
海
で
生
じ
た
紛
争
で
あ
る
。
本
事
案
で
は
、
売
主
が
真
正
権
利
者
に
成
り
済
ま
し
て
、
他
人
の
権
利
の

処
分
が
行
わ
れ
た
。
不
動
産
を
購
入
し
た
第
二
者
は
、
不
動
産
仲
介
業
者
を
経
由
し
て
売
買
契
約
を
締
結
し
、
合
理
的
な
対
価
を
支
払
っ

て
そ
の
所
有
権
者
と
な
っ
た
。
本
事
業
は
、
物
権
法

一
〇
六
条
が
想
定
し
た
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
物
権
法
に
お
け
る
不
動
産
善
意
取
得

の
規
定
が
法
的
根
拠
と
さ
れ
、
第
二
者
は
善
意
者
と
し
て
保
護
さ
れ
た
。
こ
の
事
案
か
ら
し
て
、
都
市
部
に
お
け
る
裁
判
実
務
で
は
、
取

引
の
安
全
を
保
護
す
る
意
識
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（２
）
事
案
二
と
事
案
こ
の
相
違
点

事
業
の
分
析
で
判
明
し
た
よ
う
に
、
紛
争
目
的
物
で
あ
る
不
動
産
の
売
主
が
相
当
の
悪
意
を
持
っ
て
い
た
点
で
は
、
事
案
二
と
事
案
三

が
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
者
が
合
理
的
な
価
格
に
よ
り
不
動
産
所
有
権
の
登
記
を
取
得
し
、
所
有
権
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
点

に
お
い
て
も
、
両
事
業
は

一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
に
お
い
て
異
な
っ
た
判
断
が
下
さ
れ
た
本
質
的
な
理
由
は
ど
こ
に
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

事
業
三
で
は
、
第
三
者
が
不
動
産
仲
介
業
者
の
斡
旋
に
よ
り
売
買
契
約
を
行
つ
て
い
る
。
こ
の
違
い
が
最
も
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
事
案
三
の
二
審
の
判
決
理
由
で
は
、
買
主
と
売
主
は
知
人
で
は
な
く
、
仲
介
業
者
を
経
由
し
て
売
買
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
事
案
三
で
は
、
買
主
と
売
主
間
の
売
買
は
、
公
開
さ
れ
た
不
動
産
取
引
の
市
場
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
知

人
同
士
間
で
行
わ
れ
た
場
合
と
比
較
し
て
、
公
開
市
場
に
参
加
し
た
第
三
者
の
善
意
の
可
能
性
が
か
な
り
大
き
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

事
案
二
と
事
案
三
に
お
け
る
こ
の
相
違
は
異
な
っ
た
判
断
を
も
た
ら
し
た
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
事
案
三
で
は
、
家
屋
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
る
前
に
、
買
主
、
売
主
と
仲
介
業
者
の
三
者
間
に
本
件
家
屋
の
伸
介
契
約

が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
契
約
の
性
質
は
、
委
任
契
約
で
は
な
い
。
契
約
法
四
二
四
条
は

「仲
介
人
が
委
託
者
に
対
し
て
契
約
締
結
の
機
会

を
報
告
し
又
は
媒
介
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
委
託
人
が
報
酬
を
支
払
う
契
約
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
契
約
で
は
、
仲
介
業
者
に

一
定
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
中
国
法
制
史
に
お
け
る
研
究
か
ら
す
る
と
、
仲
介
人
を
経
由
す
る
取
引
慣
習
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
従
来
、
不
動
産
取
引
の
過
程
に
関
し
て
は
、
時
代
に
よ
り
若
千
異
な
る
が
、
買
主
と
売
主
と
の
直
接
に
行
わ
れ
る
こ
と
よ
り

も
、
買
主
の
要
望
に
応
じ
て
目
的
物
を
探
し
求
め
る
仲
介
人
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「見
人
」、
「知
見
人
」
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は
立
会
又
は
証
明
の
任
務
を
担
い
、
「保
人
」、
「中
保
人
」
（仲
介
人
が
担
当
す
る
場
合
が
あ
る
）
は
追
奪
担
保
の
責
任
者
に
な
る
傾
向
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
中
国
の
都
市
部
に
不
動
産
取
引
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
現
代
に
お
い
て
も
、
仲
介
業
者
を
経
由
し
た
売
買
が

一
般
的
で
あ
る
。

仮
に
、
事
案
三
の
よ
う
な
価
値
判
断
が
恒
常
的
な
も
の
に
な
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
実
務
で
は
、
仲
介
業
者
の
経
由
は
第
二
者
の
善
意
を
考

慮
す
る
重
要
な
素
材
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（３
）
不
動
産
善
意
取
得
紛
争
処
理
時
の
特
徴

以
上
の
事
案
分
析
で
明
ら
か
に
な
つ
た
よ
う
に
、
事
案
二
と
事
案
三
の
判
決
で
は
、
原
所
有
権
者
の
過
失
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
売
主
が
登
記
名
義
人
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
権
利
外
観
の
作
出
に
つ
い
て
、
そ
の
原
所
有
権
者
の
過
失

の
程
度
に
関
す
る
判
断
が
緻
密
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
両
判
決
の
内
容
を
見
る
と
、
紛
争
目
的
物
の
売
買
に
お
け
る
売
主
と
第
二
者

間
の
契
約
の
内
容
が
判
断
の
焦
点
と
な
つ
て
お
り
、
こ
の
契
約
に
よ
り
原
所
有
権
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
非
常
に
重
視

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
裁
判
手
法
か
ら
し
て
い
裁
判
に
お
け
る
価
値
判
断
で
は
、
原
権
利
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
権
利

は
原
則
的
に
保
護
に
値
す
る
が
、
第
三
者
が
完
全
の
書
意
者
で
あ
れ
ば
、
例
外
的
に
第
二
者
の
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
思
考
回
路
が
潜

在
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
物
権
法
の
一
〇
六
条
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
処
分
権
の
な
い
者
に
よ
る
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
、
原
所
有
権
者
は
自
己
の
物

を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
お
り
、
善
意
の
第
二
者
の
保
護
は
例
外
的
に
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
存
在
す

２一
。
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も
つ
と
も
、
中
国
は
、
歴
史
上
、
不
動
産
取
引
の
紛
争
を
処
理
す
る
際
に
真
正
権
利
者
の
保
護
が
優
先
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
“
。
こ
う
し
た
法
伝
統
が
存
在
す
る
中
、
物
権
法

一
〇
六
条
文
の
内
容
構
造
お
よ
び
裁
判
の
実
務
か
ら
し
て
、
真
正
権
利
者
を
保

護
す
べ
き
理
念
が
な
お
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
中
国
に
お
け
る
不
動
産
善
意
取
得
問
題
の
特
色
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
真
正
権
利
者
を
保
護
す
る
理
念
を
厳
格
に
踏
襲
す
る
な
ら
ば
、
原
権
利
者
の
過
失
が
極
度
に
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
生

ま
れ
る
。
取
引
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
現
在
、
原
権
利
者
の
過
失
が
原
則
的
に
度
外
視
さ
れ
る
よ
う
な
手
法
は
、
取
引
の
安
全
を
破
壊

す
る
問
題
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
ま
た
、
真
正
権
利
者
と
第
二
者
の
保
護
の
権
衡
上
に
も
弊
害
を
与
え
る
恐
れ
が
生
じ
る
。

２
、
物
権
法

一
〇
六
条
適
用
時
の
問
題
点

（１
）
不
動
産
紛
争
多
発
す
る
社
会
的
背
景

中
国
で
は
、
改
革
開
放
路
線
へ
移
行
す
る
前
に
、
都
市
部
に
住
む
人
々
は
勤
め
る

「単
位
」
に
よ
り
住
宅
を
配
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
市
場
経
済
へ
変
更
す
る
と
共
に
、
職
場
か
ら
住
宅
が
配
分
さ
れ
る
制
度
が
徐
々
に
見
直
さ
れ
、
と
り
わ
け
、　
一
九
九
四
年
七
月
に
国

務
院
に
よ
る

「国
務
院
関
与
深
化
城
鎮
住
房
制
度
改
革
的
決
定
」
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
を
晴
矢
と
し
て
、
住
宅
の
市
場
化
が
全
面
的
に
普

及
し
始
め
た
。
住
宅
改
革
の
成
果
と
し
て
、
現
在
中
国
の
都
市
部
で
は
不
動
産
の
取
引
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
そ
れ
に
運
動
し
て
、
不
動
産

の
取
引
を
巡
る
紛
争
が
急
に
増
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
近
時
、
中
国
に
お
け
る
不
動
産
価
格
の
高
騰
を
受
け
て
、
不
動
産
の
二
重
売
買
が
多
発
す
る
以
外
に
、
以
下
の
現
状
も
紛

争
の
増
加
を
加
速
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
親
が
不
動
産
購
入
の
資
金
を
提
供
し
て
い
た
が
、
そ
の
登
記
名
義
人
は
子
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
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本
稿
の
事
案

一
は
、
こ
の
状
況
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
不
動
産
価
格
の
急
上
昇
の
た
め
、
子
は
親
の
強
力
な
資
金
援
助
が

な
け
れ
ば
、
家
屋
の
購
入
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
。　
一
人
っ
子
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
中
国
で
は
、
親
は
子
の
将
来
の
結
婚
に
備
え
、

自
分
が
購
入
し
た
家
屋
の
名
義
人
を
子
と
す
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
子
が
無
断
に
そ
れ
を
処
分
す
る
際
に
紛
争
が
起
こ
る
こ

と
に
な
る
。

（″
）

も
う

一
つ
の
大
き
な
要
因
は
、
中
国
の
婚
姻
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
の
婚
姻
関
係
の
存
続
期
間
中
に
取

得
し
た
財
産
は
、
原
則
と
し
て
夫
婦
の
共
有
財
産
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
不
動
産
の
登
記
簿
に
両
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
お
い
て
、
登
記
名
義
人
が
そ
の
不
動
産
を
売
却
し
た
と
き
に
紛
争
が
生
じ
て
し
ま
う
。
な
お
、
不
動
産
が
高
額
の
た
め
、
親
が
子

の
家
屋
の
購
入
に
資
金
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
問
題
が
さ
ら
に
複
雑
化
す
る
。

こ
れ
以
外
に
も
紛
争
の
誘
因
が
存
在
す
る
が
、
今
後
中
国
に
お
け
る
不
動
産
所
有
権
を
巡
る
紛
争
が
さ
ら
に
頻
発
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。（２

）
不
動
産
善
意
取
得
紛
争
処
理
時
の
課
題

前
述
の
よ
う
に
、
従
来
か
ら
、
不
動
産
紛
争
処
理
時
、
真
正
権
利
者
の
保
護
が
優
先
さ
れ
る
慣
習
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
意
識
が
潜

在
す
る
が
故
に
、
市
場
経
済
原
理
が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
で
も
、
従
来
の
理
念
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
本
稿
で
紹
介
し
た
事
業
で
の
紛
争
処
理
方
法
は
、
従
来
の
理
念
の
延
長
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
様
々
な
経
済
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
中
で
、
真
正
権
利
者
の
保
護
を
中
心
に
考
え
る
価
値
判
断
に
は
限
界
が
あ
ろ
う
。

当
事
者
の
合
意
を
な
る
べ
く
尊
重
し
、
取
引
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
経
済
活
動
を
促
進
す
る
効
果
が
あ
り
、
社
会
全
体
の
活
性
化
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に
つ
な
が
る
。
こ
の
理
念
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
中
国
の
現
状
か
ら
し
て
、
不
動
産
善
意
取
得
紛
争
を
処
理
す
る
に
あ
た
つ
て
、
以
下

の
二
つ
の
問
題
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第

一
に
、
現
在
不
動
産
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
を
処
理
す
る
際
に
、
裁
判
実
務
で
は
、
真
正
権
利
者
を
保
護
す
る
た
め
、
往
々
に
し
て
不
動

産
の
売
主
と
第
二
者
と
の
間
の
契
約
を
無
効
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
契
約
を
無
効
に
し
て
、
不
動
産
の
所
有
権
を
遡
及
的
に
真

正
権
利
者
に
復
帰
さ
せ
る
と
す
る
手
法
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
処
理
の
仕
方
は
、
強
力
な
職
権
に
よ
り
民
事
紛
争
の
解

決
に
介
入
す
る
と
い
う
慣
習
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
動
産
善
意
取
得
紛
争
を
解
決
す
る
と
き
に
は
、
た
と
え

第
二
者
は
書
意
で
な
い
た
め
所
有
権
を
取
得
で
き
な
い
と
い
う
判
断
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
物
権
法

一
〇
六
条
の
み
を
根
拠
に
真
正
権
利

者
の
保
護
を
図
れ
ば
、
そ
の
目
的
が
達
成
で
き
る
た
め
、
あ
え
て
第
二
者
に
よ
る
契
約
を
無
効
に
す
る
必
要
性
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
時
、

安
易
に
契
約
を
無
効
に
す
る
実
務
上
の
問
題
を
是
正
す
る
た
め
に
、
二
〇

一
二
年
五
月
、
最
高
人
民
法
院
は
、
「最
高
人
民
法
院
関
与
審
理

売
買
契
約
糾
紛
案
件
適
用
法
律
問
題
的
意
見
」
を
公
布
し
た
。
ま
た
、
最
高
人
民
法
院
は
そ
の
記
者
会
見
で
、
契
約
の
効
力
の
認
定
を
巡

る
記
者
の
質
問
に
対
し
、
現
代
契
約
法
の
趣
旨
は
取
引
を
奨
励
し
、
社
会
の
富
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
以
上
、
不
適
切
な
無
効
の
認

定
は
、
取
引
の
コ
ス
ト
を
増
や
し
、
経
済
発
展
を
阻
害
す
る
と
す
る
旨
の
解
答
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
経
済
活
動
の
活
発
化
に

大
変
有
益
で
あ
り
、
新
し
い
司
法
解
釈
の
も
と
で
、
裁
判
実
務
は
で
き
る
限
り
契
約
を
存
続
さ
せ
る
方
向
に
進
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
物
権
法

一
〇
六
条
は
、
動
産
お
よ
び
不
動
産
の
善
意
取
得
を
同

一
の
条
文
に
よ
り
混
合
し
た
形
で
定
め
て
い
る
。
両
者
の
要

件
を
明
確
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
動
産
と
不
動
産
と
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
不
動
産
善
意
取
得

の
要
件
と
し
て
、
文
理
解
釈
か
ら
す
る
と
、
善
意
、
登
記
、
合
理
的
な
価
格
が
必
要
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
筆
者
は
、
以
前
公
表
し
た
論
文
に
お
い
て
中
国
で
は

「善
導
」
の
法
伝
統
の
存
在
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
善
意
取
得
と
い
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う

一
〇
六
条
の
タ
イ
ト
ル
を
踏
ま
え
て
、
第
二
者
が
善
意
で
あ
る
か
否
か
は
最
も
重
要
な
事
項
で
あ
り
、
登
記
内
容

へ
の
信
頼
、
合
理
的

価
格
は
善
意
を
判
断
す
る
要
素
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
私
見
を
示
し
た
。

も
っ
と
も
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
は
、
登
記
の
中
心
的
な
機
能
は
不
動
産
の
管
理
に
あ
る
た
め
、　
一
〇
六
条
で
は
不
動
産
の

登
記
を
善
意
取
得
の
必
要
要
件
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
所
有
権
登
記
の
完
備
を
要
件
に
す
る
と
、
善
意
で
不
動
産
を
取

得
し
よ
う
と
し
て
い
る
第
二
者
は
、
登
記
名
義
移
転
が
完
了
す
る
ま
で
保
護
さ
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
生
じ
る
。
登
記
と
い
う
要
件
は
す
で

に
条
文
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
要
件
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
善
意
の
第
二
者
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、

何
ら
か
の
方
法
に
よ
つ
て
こ
の
不
都
合
を
補
う
必
要
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
私
見
と
し
て
、
物
権
法
二
〇
条
が
規
定
す

る
仮
登
記
を
も
登
記
の
要
件
と
し
て
み
と
め
ら
れ
れ
ば
、　
一
定
の
問
題
解
消
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
権
法

一
〇
六
条
で
い
う
登
記
を
拡
大
解
釈
し
、
仮
登
記
も
登
記
と
し
て
み
な
さ
れ
る
と
い
う
方
法
を
と
れ
ば
、
取
引
の
安
全
が
よ
り
確
保
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
所
有
権
移
転
手
続
き
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
善
意
の
第
三
者
が
申
請
済
み
の
時
点
か
ら
、
登
記
完
了

と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
不
都
合
を
緩
和
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
経
済
活
動
の
活
発
化
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
こ
れ
ら

の
試
み
に
よ
り
取
引
の
安
全
を
図
る
必
要
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
、
む
す
び
に
代
え
て

中
国
で
は
、　
一
九
九
四
年
に
住
宅
改
革
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
現
在
中
国
の
都
市
部
で
は
不
動
産
の
取
引
が
頻
繁
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
し
て
、
近
時
不
動
産
の
取
引
を
巡
る
紛
争
が
急
激
に
増
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
二
〇
〇
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七
年
に
制
定
さ
れ
た
物
権
法
に
よ
る
対
応
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
取
引
の
安
全
の
保
護
に
資
す
る
物
権
法

一
〇
六
条
を
中
心
に
、
そ
の
条
文
の
適
用
お
よ
び
不
動
産
善
意
取
得
紛
争
処
理
時

の
特
徴
と
課
題
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
本
稿
の
分
析
に
よ
り
以
下
の
結
論
に
至
っ
た
。

第

一
に
、
従
来
の
中
国
法
に
お
け
る
契
約
を
規
律
す
る
法
律
で
は
、
そ
の
遡
及
効
が
第
二
者
と
の
関
係
で
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
る

基
本
規
定
が
完
備
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、　
一
〇
六
条
は
、
取
引
の
安
全
を
図
る
も
の
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
者
お

よ
び
最
高
人
民
法
院
の
理
解
を
踏
ま
え
て
、
善
意
所
得
の
要
件
に
つ
き
動
産
と
不
動
産
を
厳
密
に
区
別
せ
ず
に
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
た

め
、
解
釈
上
の
曖
味
さ
が
な
お
残
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
、
事
業
の
分
析
に
よ
り
、
中
国
の
裁
判
実
務
で
は
次
の
よ
う
な
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
を
判
明
し
た
。

Ｄ
不
動
産
登
記
の
第

一
義
的
な
機
能
は
そ
の
管
理
に
あ
り
、
取
引
の
安
全
を
図
る
機
能
は
第
二
義
的
で
あ
る
た
め
、
実
務
で
は
登
記
の

管
理
機
能
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

Ｄ
中
国
で
は
、
従
来
か
ら
真
正
権
利
者
を
保
護
す
る
法
伝
統
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
務
で
は
、
原
権
利
者
の
権
利
が
侵

害
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
権
利
は
原
則
的
に
保
護
す
る
が
、
第
三
者
が
完
全
の
善
意
者
で
あ
れ
ば
、
例
外
的
に
第
二
者
の
権
利
を
保
護

す
る
と
い
う
価
値
判
断
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
不
動
産
善
意
取
得
紛
争
を
処
理
す
る
際
に
、
真
正
権
利
者
の
過
失
の
程
度
が
重

要
視
さ
れ
て
い
な
い
。

ω
中
国
で
は
、
強
力
な
職
権
に
よ
り
民
事
紛
争
の
解
決
に
介
入
す
る
と
い
う
慣
習
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
真
正
権
利
者
の
不
動
産

が
処
分
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
処
分
行
為
が
容
易
に
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
は
現
在
で
も
多
発
し
て
い
る
。

口
都
市
部
で
は
仲
介
業
者
を
経
由
し
た
不
動
産
売
買
が
多
く
生
じ
て
お
り
、
こ
の
方
法
に
よ
り
不
動
産
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
第
二
者
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は
、
そ
の
善
意
が
比
較
的
認
定
さ
れ
や
す
い
。

第
二
に
、
不
動
産
取
引
が
急
増
す
る
状
況
を
踏
ま
え
て
、
善
意
の
第
三
者
の
保
護
を
よ
り
図
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
に
お
い

て
登
記
の
中
心
的
な
機
能
は
不
動
産
の
管
理
に
あ
る
た
め
、　
一
〇
六
条
に
よ
り
登
記
の
完
備
が
善
意
取
得
の
必
要
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

一
〇
六
条
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
、
書
意
の
第
二
者
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
ま
ず
、
物
権
法
二
〇
条
が
規
定
す
る
仮
登
記
を
も
登

記
の
要
件
と
し
て
認
め
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
善
意
の
第
二
者
に
よ
る
所
有
権
移
転
手
続
き
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

申
請
済
み
の
時
点
か
ら
登
記
が
完
備
し
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
解
釈
を
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
中
国
の
不
動
産
紛
争
解
決
の
実
態
を
中
心
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
特
徴
の
抽
出
、
さ
ら
に
問
題
解
決
の
方

法
の
提
示
を
試
み
た
。
現
在
中
国
で
は
、
不
動
産
を
巡
つ
て
様
々
な
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
も
制
度
運
用
の
最
新
の
動

向
を
見
守
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

（↓

関
連
す
る
条
文
の
整
理
お
よ
び
物
権
法

一
〇
六
条
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
拙
稿

「不
動
産
の
善
意
取
得
―
中
国
物
権
法
の
条
文
整
理
と
解
釈
を
中
心
に
」
静
岡

大
学
法
政
研
究
十
七
巻

一
号

（二
〇

一
二
年
）
二
七
三
頁
以
下
は
、
そ
の
整
理
を
試
み
て
い
る
。

ι^

拙
稿

上
則
掲
注

（１
）
二
九
〇
―
二
九
五
頁
を
参
照
。

（こ

韓
世
遠

「無
権
処
分
与
合
同
効
力
」
工
利
明
主
編

『
民
商
法
理
論
争
議
問
題
―
無
権
処
分
』
（中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

一
五
三
頁
を
参
照
。

Ｔ
）
日
本
で
公
表
さ
れ
て
い
る
文
献
と
し
て
、
崖
建
遠

「不
動
産
物
権
的
善
意
取
得
」
名
城
法
学
五
九
巻
三
　
四
号

（二
〇

一
〇
年
）

一
六
四
―

一
三
二
頁
は
、
不

こ^

胡
康
生
主
編
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
法
制
工
作
委
員
会
編

『中
華
人
民
共
和
国
物
権
法
釈
義
』
（法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
四
〇
頁
以
下
を
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参
照
。

こ^

黄
松
有
主
編
、
最
高
人
民
法
院
物
権
法
研
究
小
組
編
著

『
「中
華
人
民
共
和
国
物
権
法
」
条
文
理
解
与
適
用
』
（人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
二
七
頁

以
下
を
参
照
。

，

）

，
一
”
ｏ
ヽ
ヽ
●
Ｑ
■

，
Ｘ
¨
●

，
Ｃ
”
い
ｏ
●
Ｑ
）
」

ヽ

①
”
ヽ
そ
い
〇
〇
ヽ
■

ｏ

いヽ
０
た
０

●
い
ｏ
●
●
も
Ｑ
贄
８
６

，

，
●
Ｈ

ε^

物
権
法
九
条
第

一
項
は
　
「不
動
産
物
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
及
び
消
滅
は
、
法
に
従
い
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
力
を
生
ず
る
。
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、

効
力
は
生
じ
な
い
が
、
た
だ
し
法
律
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

（３

物
権
法

一
九
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「権
利
者
、
利
害
関
係
者
は
不
動
産
登
記
簿
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
更
正
登
記
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
権
利
者
が
書
面
に
よ
っ
て
更
正
に
同
意
す
る
場
合
、
又
は
証
拠
に
よ
つ
て
登
記
に
確
か
に
誤
り
が
あ
る

こ
と
を
証
明
で
き
る
場
合
、
登
記
機
関
は
更
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
権
利
者
が
更
正
に
同
意
し
な
い
場
合
、
利
害
関
係
者
は
異
議
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
登
記
機
関
が
異
議
登
記
を
し

た
場
合
、
申
請
者
が
異
議
登
記
の
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば
、
異
議
登
記
は
失
効
す
る
。
異
議
登
記
の
不
当
に
よ
り
、
権
利
者
に
損
害
を

も
た
ら
し
た
場
合
、
権
利
者
は
申
請
者
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

。^

河
南
省
駐
馬
店
市
中
級
人
民
法
院
二
〇

一
一
年

一
一
月

一
〇
日
判
決

「
公
一〇

一
一
）
駐
民
二
終
字
第
二
八
八
号
」。

し^

契
約
法
六
条
は
、
「当
事
者
は
、
権
利
を
行
使
し
、
又
は
義
務
を
履
行
す
る
と
き
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

じ^

担
保
法
四
九
条
は
、
「抵
当
権
の
存
続
期
間
中
、
抵
当
権
設
定
者
が
登
記
済
み
の
担
当
物
を
譲
渡
す
る
場
合
、
抵
当
権
者
に
通
知
し
、
譲
受
人
に
目
的
物
に
抵
当

権
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抵
当
権
設
定
者
が
通
知
し
な
い
と
き
、
又
は
譲
受
人
に
知
ら
せ
な
か
っ
た
と
き
は
、
譲
渡
行
為
が
無
効

で
あ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

。^

仁
井
田
陛

『中
国
社
会
の
法
と
倫
理
―
中
国
法
の
原
理
』
（清
水
弘
文
堂
書
房
、　
一
九
六
七
年
）

一
二
九
―

一
三
〇
頁
を
参
照
。

３

「金
善
朝
訴
鄭
光
栄
房
屋
売
買
付
款
後
未
弁
過
戸
手
続
要
求
確
認
売
買
有
効
案
」
『人
民
法
院
案
例
選
―

一
九
九
九
年
第
四
集

（総
三
〇
集
こ

（人
民
法
院
出
版

社
、
二
〇
〇
〇
年
）
六

一
―
六
八
頁
で
取
り
上
げ
ら
れ
た

一
審
判
決
は
、
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

３

「最
高
人
民
法
院
関
与
廃
止
二
〇
〇
七
年
底
以
前
発
布
的
有
関
司
法
解
釈

（第
七
批
）
的
決
定
」
は
、
二
〇
〇
八
年

一
二
月
八
日
に
最
高
人
民
法
院
審
判
委
員
会
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に
よ
つ
て
採
択
さ
れ
た
。
最
高
人
民
法
院
弁
公
室
編

『中
華
人
民
共
和
国
最
高
人
民
法
院
公
報
―
二
〇
〇
九
年
巻
』
（人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇

一
〇
年
）

一
二
九

頁
を
参
照
。

（じ

物
権
法

一
七
九
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「債
務
の
履
行
を
担
保
す
る
た
め
に
、
債
務
者
又
は
第
二
者
が
財
産
の
占
有
を
移
転
せ
ず
に
、
当
該
財
産
の
抵
当
権
を
債
権
者
の
た
め
に
設
定
し
た
場
合
、
債
務

者
が
履
行
期
の
到
来
し
た
債
務
を
履
行
せ
ず
、
又
は
当
事
者
が
約
定
し
た
抵
当
権
を
実
行
す
る
事
由
が
発
生
し
た
と
き
、
債
権
者
は
当
該
財
産
か
ら
優
先
的
に
弁

済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

前
項
に
規
定
す
る
債
務
者
又
は
第
二
者
を
抵
当
権
設
定
者
と
し
、
債
権
者
を
抵
当
権
者
と
し
、
担
保
に
供
し
た
財
産
を
抵
当
物
と
す
る
。」

（じ

厳
格
物
権
法
定
主
義
が
導
入
さ
れ
た
理
由
お
よ
び
背
景
に
つ
い
て
、
拙
稿

「中
国
物
権
法
と
侵
権
責
任
法

（不
法
行
為
法
）
と
の
錯
綜
―
救
済
措
置
か
ら
見
た

現
状
」
静
岡
法
務
雑
誌
第
四
号

（二
〇

一
二
年
）
四
一
貫
を
参
照
。

（じ

滋
賀
秀
三

「法
制
史
の
立
場
か
ら
見
た
現
代
中
国
の
刑
事
立
法
」
『中
国
法
制
史
論
集
―
法
典
と
刑
罰
』
（創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
五
二
頁
を
参
照
。

（り

上
海
市
第

一
中
級
人
民
法
院
二
〇

一
一
年

一
〇
月
九
日
判
決

「全
一〇

一
一
）
酒

一
中
民
二

（民
）
終
字
第
二
一
一
五
号
」。

（υ

契
約
法
四
八
条

一
項
は
、
「行
為
者
が
代
理
権
を
有
せ
ず
、
又
は
代
理
権
の
範
囲
を
超
え
、
又
は
代
理
権
消
滅
後
に
、
被
代
理
人
の
名
義
を
も
つ
て
締
結
し
た
契

約
は
、
被
代
理
人
の
追
認
を
経
な
け
れ
ば
、
被
代
理
人
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
ず
、
行
為
者
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

（２

契
約
法
五

一
条
は
、
「処
分
権
を
有
し
な
い
者
が
他
人
の
財
産
を
処
分
し
た
場
合
に
お
い
て
、
権
利
者
が
追
認
し
た
と
き
又
は
処
分
権
の
な
い
者
が
契
約
締
結
後

に
処
分
権
を
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
契
約
は
有
効
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

２
）
工
利
明

「無
権
処
分
的
若
千
問
題
」
三
利
明
主
編

『民
商
法
理
論
争
議
問
題
―
無
権
処
分
』
（中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
五
三
頁
は
、
無
権
代
理

と
無
権
処
分
と
の
相
違
を
説
明
し
て
い
る
。

り^

仁
井
田
陛

『中
国
法
制
史
研
究
―
土
地
法
、
取
引
法
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
六
〇
年
）
三
四
一
―
三
四
三
頁
を
参
照
。

（●

仁
井
日
　
前
掲
注

（２３
）
三
四
六
頁
を
参
照
。

（υ

コ単
位
」
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「中
国
法
人
制
度
中
の

『事
業
単
位
』
に
関
す
る
考
察
」
静
岡
大
学
法
政
研
究

一
四
巻
二
号

（二
〇
〇
九
年
）
〓
頁
以
下
は
、

そ
の
解
説
を
試
み
て
い
る
。
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り^

当
時
の
政
策
転
換
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
朱
鉢
基

「房
改
試
点
的
政
策
」
『朱
鉢
基
講
話
実
録

（第
二
巻
Ｌ

（人
民
出
版
社
、
二
〇

一
一
年
）

一
―
五
頁
を
参
照
。

ι^

婚
姻
法
十
七
条
は
、
「夫
妻
の
婚
姻
関
係
存
続
期
間
中
に
取
得
し
た
以
下
に
列
記
す
る
財
産
は
、
大
妻
の
共
同
所
有
に
帰
す
る
。

①
給
料
、
賞
与
。
②
生
産

・
経
営
の
収
益
。
③
知
的
財
産
権
の
収
益
④
相
続
ま
た
は
贈
与
に
よ
つ
て
取
得
し
た
財
産
、
た
だ
し
、
第
十
八
条
三
号
に
規
定
す
る

場
合
を
除
く
。
⑤
そ
の
他
共
同
所
有
に
帰
す
べ
き
財
産
夫
妻
は
共
同
に
所
有
す
る
財
産
に
対
し
、
平
等
の
処
理
権
を
有
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

十
八
条
は
、
「以
下
に
列
記
す
る
事
情
の
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
夫
妻
の
一
方
の
財
産
と
す
る
。

①

一
方
の
婚
姻
前
の
財
産
。
②

一
方
が
身
体
に
障
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
取
得
し
た
医
療
費
、
障
害
者
生
活
補
助
費
な
ど
の
費
用
。
③
遺
言
ま
た
は
贈
与
の

契
約
中
に
、
夫
ま
た
は
妻
の
一
方
に
の
み
帰
す
る
と
確
定
さ
れ
た
財
産
。
④

一
方
が
専
用
す
る
生
活
用
品
。
⑤
そ
の
他

一
方
に
帰
す
べ
き
財
産
。」
と
規
定
し
て
い

２

り

。

響^

霙
暁
明
主
編
、
最
高
人
民
法
院
民
事
審
判
第

一
庭
編
著

『最
高
人
民
法
院
婚
姻
法
司
法
解
釈

（三
）
理
解
与
適
用
』
（人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇

一
一
年
じ　
一
四

頁
は
、
親
に
よ
る
出
資
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
。

ｕ^

ｒ
ｉ５
ヽ
、ヨ
ヨ
‘
く
ｏｏ
ｃ

，
お
０
´
ｏい
、０
“
へ
び
∽ヽむ
∽ヽ

ｏ
Ｐ，
８

Ｓヽ
ｏ
ＨＮ彙
８
ρ
‐Ｈくヽ
や
ヽ
〓
”日

９^

〓
〓
さ
ご
超
く
８
ｃ
卜
も
く
０●
お
でヽ

ｘ
を
く
ヽ
８
Ｎ
８
ヽ
も
烏
０８
Ｐ
Ｈミ
８
Ｎ
〓
８

り^

拙
稿

。
前
掲
注

（１
）
三
〇
〇
頁
を
参
照
。

（３

例
え
ば
、
孫
美
蘭

「物
権
法
第

一
〇
六
条
不
動
産
善
意
取
得
構
成
要
件
的
認
定
」
梁
慧
星
主
編

『
民
商
法
論
叢

（四
〇
巻
こ

（法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）

三
二
三
頁
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
登
記
の
完
備
が
必
要
要
件
と
し
て
い
る
。

じ^

物
権
法
二
〇
条
は
、
「当
事
者
は
家
屋
又
は
そ
の
他
の
不
動
産
物
権
を
売
買
す
る
契
約
を
締
結
し
、
将
来
物
権
の
実
現
を
保
障
す
る
た
め
に
、
約
定
に
従
い
登
記

機
関
に
仮
登
記
を
申
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
登
記
後
、
仮
登
記
の
権
利
者
の
同
意
を
得
ず
に
、
当
該
不
動
産
を
処
分
し
た
場
合
、
物
権
的
効
力
を
生
じ
な
い
。

仮
登
記
後
、
債
権
が
消
滅
し
、
又
は
不
動
産
登
記
が
可
能
と
な
っ
た
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
、
仮
登
記
は
失
効
す
る
。」
と
規
定
し
て

い
る
。

｛υ

真
正
権
利
者
の
保
護
を
重
視
す
る
中
国
に
お
い
て
は
、
取
引
の
安
全
を

一
層
図
る
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
権
法

一
〇
六
条
は
、
登

記
を
不
動
産
善
意
取
得
の
要
件
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
厳
格
に
従
え
ば
、
不
動
産
の
売
主
が
何
ら
か
の
理
由
で
登
記
の
名
義
変
更
手
続
き
を
厭
う
よ
う
な
場
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合
に
は
、
登
記
名
義
人
に
な
れ
な
か
っ
た
善
意
の
第
二
者
が
保
護
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
、
不
動
産
の
買
主
は
、
順
位

保
全
的
効
力
ま
た
は
権
利
保
全
的
効
力
の
あ
る
仮
登
記
を
済
ま
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
買
主
は
、
比
較
的
容
易
に
申
請
で

き
る
仮
登
記
を
備
え
れ
ば
、
自
己
の
権
利
を
守
る
た
め
に
最
大
の
努
力
を
行
っ
た
た
め
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
帰
責
性
が
払
拭
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
不
動
産
取
引
時
の
注
意
義
務
を
果
た
し
た
善
意
の
第
二
者
は
、
本
登
記
が
な
く
て
も
保
護
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
上
記
の
よ
う
な
私
見
は
、
仮
登
記
の
実
務
を
踏
ま
え
て
検
証
す
る
必
要
性
が
あ
り
、
中
国
に
お
け
る
登
記
手
続
き
の
実
態
を
検
討
し
た
上
で
、
詳
細
な

論
証
を
展
開
し
た
い
。

本
稿
は
、
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

「若
手
研
究

（Ｂ
ご

（課
題
番
号
二
二
七
三
〇
〇
〇
四
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
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