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所有（権）留保の再解釈に向けて　

所
有
（
権
）
留
保
の
再
解
釈
に
向
け
て

ジ
ュ
リ
ア
ン 

テ
ロ
ン

村
田
　
健
介
／
訳

概
観　
　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、
倒
産
手
続
法
に
お
け
る
担
保
の
処
遇
で
あ
る
が
、
本
報
告
で
は
、
留
保
さ
れ
た
所
有
の
う

ち
、
動
産
に
関
す
る
も
の
の
み
を
扱
う
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
く
。
所
有
留
保
条
項
の
仕
組
み
は
、
簡
単
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
買
主
が
代
金
を
支
払
わ
な
い
こ
と
を
恐
れ
た
売
主
が
、
支
払
が
完
了
す
る
ま
で
、〔
目
的
物
の
〕
所
有
を
留
保
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
二
〇
世
紀
に
、
動
産
の
買
主
が

倒
産
手
続
に
服
し
た
際
に
、
買
主
を
害
し
得
る
そ
の
手
続
か
ら
売
主
を
保
護
す
る
た
め
に
発
展
し
た
。
と
い
う
の
は
、
買
主
の
倒
産
手

続
に
お
い
て
、
売
主
の
権
利
は
、
次
の
通
り
、
無
力
化
す
る
。

　

売
主
は
、
売
主
の
先
取
特
権
を
喪
失
し
、（
無
担
保
の
）
一
般
債
権
者
と
な
る
。

　

代
金
債
権
は
、
手
続
開
始
前
債
権
で
あ
り
、
ど
ん
な
に
良
い
場
合
で
も
、
計
画
の
中
で
し
か
弁
済
さ
れ
な
い
。
裁
判
上
の
清
算

の
場
合
に
は
、
全
く
弁
済
さ
れ
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

　

手
続
開
始
の
時
か
ら
、
売
主
は
、
代
金
の
弁
済
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
除
を
す
る
可
能
性
を
失
う
。

　

こ
う
し
た
条
件
の
下
に
お
い
て
、
所
有
の
留
保
は
、
自
ら
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
の
に
適
し
た
解
決
策
で
あ
る
よ
う

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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資　　　料

に
思
わ
れ
る
。
売
主
が
目
的
物
の
所
有
者
で
あ
り
続
け
て
い
る
以
上
、
売
主
は
、
支
払
を
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
倒
産
手
続
が
開
始
し

た
場
合
に
、
当
該
財
産
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
（
取
戻
し
）
が
で
き
る
〔
は
ず
で
あ
る
〕。
も
っ
と
も
、
所
有
留
保
条
項
は
、
常
に

実
効
性
を
有
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
所
有
留
保
条
項
が
実
効
性
を
も
つ
た
め
に
は
、
同
条
項
が
対
抗
可
能
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
判
例
は
、
一
九
三
四
年
の
二
つ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
こ
の
条
項
は
、
債
権
者
集
団
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

判
示
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ひ
と
た
び
倒
産
手
続
が
開
始
す
れ
ば
、
所
有
留
保
条
項
の
対
象
と
さ
れ
た
財
産
は
、
売
主
で
は
な
く
債

務
者
〔（
買
主
）〕
に
帰
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、〔
売
主
の
、〕
当
該
財
産
を
取
り
戻
す
こ
と
へ
の
期
待
は
消
え
去
る

こ
と
と
な
っ
た
。〔
そ
の
後
、〕
所
有
留
保
の
対
抗
可
能
性
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
は
、 

一
九
八
〇
年
五
月
一
二
日
の
法
律
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
二
六
年
を
経
て
、
担
保
法
改
正
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
三
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
お
い
て
、
所
有
留
保
条
項
は
、
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
の
中
に
規
定
さ
れ
た
。

困
難
性　
　

所
有
の
留
保
は
、
概
念
の
レ
ベ
ル
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
の
仕
組
み
の
、

（
所
有
の
移
転
を
）
停
止
さ
せ
る
と
い
う
性
質
に
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
停
止
条
件
な

の
か
、
そ
れ
と
も
停
止
期
限
な
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
判
断
し
た
こ
と
が
な
い
。
ピ
エ
ー
ル 

ク
ロ

ッ
ク
は
、
自
身
の
見
解
と
し
て
、
そ
こ
に
は
独
自
の
（sui generis
）
形
態
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
同
じ
く
概
念
の
レ
ベ
ル
で
、
所

有
留
保
条
項
が
、
真
の
意
味
で
担
保
な
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
十
分
に
満
足
の
い
く
も

の
だ
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
議
論
に
は
決
着
が
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
民
法
典
は
、
所
有
留
保
条

項
を
、
明
示
的
に
担
保
の
中
に
分
類
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
性
質
決
定
は
、
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
協
会
起
草
の
担
保
法
改

正
草
案
に
お
い
て
も
見
直
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
留
保
所
有
は
、
代
金
債
権
に
従
た
る
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
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）
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）
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）
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所有（権）留保の再解釈に向けて　

代
金
債
権
が
移
転
す
れ
ば
、
所
有
の
留
保
も
そ
れ
と
共
に
移
転
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
所
有
は
、
債
権
に
従
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
担
保
法
ま
た
は
経
営
難
の
企
業
に
関
す
る
法
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
こ
と

を
み
る
分
に
は
、
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
財
産
の
法
、
つ
ま
り
所
有
法
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
み
る
と
、
衝
撃
を
受
け
る
可
能
性
が
大

き
い
。

問
題
の
所
在　
　

所
有
は
、
疑
い
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
人
間
の
尊
厳
と
共
に
最
も
強
く
保
護
さ
れ
て
い
る
権
利
で
あ
る
。
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
、
絶
対
的
で
、
神
聖
不
可
侵
で
、
か
つ
永
続
的
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
る
所
有
を
、
従
た
る
も
の
に
格
下
げ
す
る
こ
と

な
ど
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
所
有
は
、
最
も
完
全
な
主
物
権
（droit réel princi-

pal

）
だ
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
一
定
の
状
況
下
に
お
い
て
、
従
物
権
（droit réel acces-

soire

）
の
一
つ
に
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
留
保
所
有
は
、
真
の
意
味
で
の
所
有
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
変
質
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
の
か
。

変
質
の
徴
表　
　

科
学
的
な
見
地
か
ら
、
留
保
所
有
が
真
の
所
有
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
徴
表
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
フ

ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
所
有
は
、
最
も
絶
対
的
な
仕
方
で
〔
物
を
〕
処
分
し
享
受
す
る
権
利
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
所
有
留
保
条
項

の
受
益
者
が
も
し
真
の
意
味
で
所
有
者
な
の
で
あ
れ
ば
、
受
益
者
は
、
自
ら
が
し
た
い
よ
う
に
そ
の
財
産
を
使
用
し
処
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
留
保
所
有
で
は
、
明
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
。
受
益
者
は
、
そ
も
そ
も
、
目
的
物
を
債
務
者
に
引
き

渡
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
財
産
を
使
用
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
ま
た
、
民
法
典
二
三
七
一
条
が
、
受
益
者
に
よ
る
処
分
を
禁

じ
て
い
る
た
め
、
受
益
者
は
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
売
主
が
所
有
者
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
と
す
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れ
ば
、
目
的
物
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
多
く
の
権
限
を
買
主
が
有
す
る
の
は
な
ぜ
か
を
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

買
主
は
、
そ
の
財
物
を
、
変
形
さ
せ
、
消
費
し
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
説
は
、
し
ば
し
ば
、
動
産
に
つ
い
て
は
、（
売
主
に

所
有
を
留
保
さ
れ
た
）
買
主
は
処
分
権
を
有
し
な
い
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。

反
応　
　

網
羅
的
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
仕
組
み
に
対
す
る
学
説
の
多
様
な
反
応
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
所
有
の
留

保
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
主
張
に
は
、
複
数
の
も
の
が
あ
る
。
第
一
に
、
所
有
権
の
抑
制
（atteinte

）
と
理
解
す
る
も
の
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
主
張
に
よ
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
所
有
が
変
質
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
所
有
は
、
従
来
か
ら
、
多
か

れ
少
な
か
れ
制
限
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
所
有
留
保
条
項
は
、
所
有
の
制
限
の
表
れ
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
所
有
が
絶
対
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
ゆ
え
に
、
所
有
の
絶
対
性
は
害
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
制
限
の
正
統
性
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
所
有
者
が
被
る
所
有
権
の
抑
制
は
、
こ
こ
で
は
─
─
所
有
権
に
対
す
る
他
の
制
限
と
は

異
な
り
─
─
所
有
者
が
自
ら
望
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
所
有
留
保
条
項
に
よ
っ
て
、
所
有
の
分
肢

（dém
em

brem
ent

）
が
生
じ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
所
有
は
、
売
主
と
買
主
と
に
分
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
分
肢
は
、
売
主
の
権
限
に
限
界
が
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
買
主
が
目
的
物
に
つ
い
て
重
要
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
も
説
明
す
る

も
の
で
あ
り
得
る
。
第
三
に
、
所
有
は
所
有
留
保
条
項
に
よ
っ
て
も
全
く
変
質
し
て
い
な
い
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
所
有
は
、

あ
る
者
が
そ
の
所
有
物
に
つ
い
て
望
む
こ
と
を
何
で
も
で
き
る
絶
対
的
な
力
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
者
は
、
そ
の
物
の
効

用
を
全
て
第
三
者
に
委
ね
る
こ
と
も
、
そ
の
効
用
の
う
ち
、
所
有
者
に
と
っ
て
担
保
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
に
十
分
な
部
分
の
み
を

保
持
す
る
こ
と
も
、
自
ら
完
全
に
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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検
討　
　

最
後
の
主
張
は
、
魅
力
的
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
所
有
者
は
、
自
ら
の
物
の
絶
対
的
支
配
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
債

権
に
従
た
る
担
保
と
し
て
の
用
途
に
縮
減
す
る
権
利
も
完
全
に
有
し
て
い
る
。
こ
の
着
想
に
お
け
る
唯
一
の
難
点
は
、
処
分
権
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。
物
を
処
分
す
る
力
は
、
も
ち
ろ
ん
、
所
有
権
か
ら
取
り
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
。
自
ら
の
処
分
権
を
放

棄
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
所
有
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
、
所
有
を
留
保
さ
れ
た
財
産
の
買
主
が
、
本
当
に
そ
の
処
分
権

を
有
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
売
主
が
所
有
者
で
あ
り
続
け
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
所
有
を

留
保
し
た
売
主
は
、
真
の
意
味
で
の
所
有
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。〔
し
か
し
、〕
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
次
の
二

つ
の
理
由
か
ら
、
斥
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
、
留
保
者
に
つ
い
て
一
般
に
持
た
れ
て
い
る
認
識
に
反

す
る
。
第
二
に
、
と
り
わ
け
、
目
的
物
が
売
主
の
資
産
の
中
に
と
ど
ま
り
、
売
主
は
こ
れ
を
取
り
戻
す
権
能
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
法
的
な
レ
ベ
ル
で
、
売
主
が
所
有
者
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
留
保
所
有
の
仕
組
み
の
正
当
化
は
不
可

能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
何
が
問
題
な
の
か
を
真
に
理
解
し
な
い
ま
ま
、
所
有
留
保
条
項
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
機
能
す
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
で
満
足
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

再
検
討　
　

そ
れ
で
満
足
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
科
学
的
な
態
度
と
は
い
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
理
論
的
に
不
適
切
な
理
解
が
、
実
務

に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
看
過
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
も
し
留
保
者
が
真
の
意
味
で
の
所
有
者
で
は
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
所
有

は
決
し
て
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
営
難
の
企
業
に
関
す
る
法
に
お
い
て
留
保
者
が
冷
遇
さ
れ
る
こ

と
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
、
た
と
え
ば
、
留
保
者
は
、
代
金
の
未
払
に
疑
問
の
余
地
が
な
く
、
そ
の
「
所
有
」
が
手
続
機
関

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
手
続
開
始
時
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
取
戻
手
続
を
し
な
け
れ
ば
、
無
条
件
に
〔
所
有

を
〕
剥
奪
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
目
的
物
は
、
債
務
者
た
る
企
業
に
帰
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
債
務
者
の
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
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こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
も
し
、
留
保
者
に
、
真
の
所
有
者
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
受
け
入
れ
難
い
。

さ
ら
に
、
将
来
的
な
話
に
な
る
が
、
も
し
、
代
金
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
は
、
売
主
が
真
の
意
味
で
所
有
者
な
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ン
リ 

カ

ピ
タ
ン
協
会
起
草
の
担
保
法
改
正
草
案
が
、
民
法
典
二
三
七
二
条
に
、
買
主
は
、「
反
対
の
条
項
の
な
い
限
り
、
目
的
物
を
譲
渡
す
る

こ
と
が
で
き
る
。」
と
の
文
言
を
挿
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
是
認
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
も
し
、
所
有
の
移
転

が
本
当
に
生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
原
則
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
、
次
の
問
題

が
提
起
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
の
移
転
は
、
い
つ
起
こ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
自
明
の
理
で
あ
る
る
。

所
有
の
移
転
は
、
代
金
支
払
時
に
生
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
代
金
支
払
ま
で
は
売
主
の
み
が
所
有
者
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
所
有

の
移
転
が
、
合
意
に
よ
っ
て
即
時
に
起
こ
る
と
考
え
る
限
り
に
お
い
て
し
か
、
正
し
く
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
は
、
代
金

の
支
払
ま
で
、
物
に
は
、
売
主
と
い
う
、
た
だ
一
人
の
所
有
者
し
か
存
在
し
得
な
い
。

提
案　
　

あ
る
い
は
、
所
有
留
保
条
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
完
全
な
力
を
備
え
た
二
人
の
所
有
者
が
い
る
こ
と
を
認

め
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
留
保
者
〔（
売
主
）〕
は
、
消
滅
す
べ
き
力
を
有
し
、
取
得
者
〔（
買
主
）〕
に
は
、

排
他
性
を
有
す
る
資
格
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
移
転
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
に
、
期
間
の

長
短
は
あ
れ
、
物
に
つ
い
て
一
定
の
空
位
期
間
（interrègne
）
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
の
解
釈
は
、〔
所
有
留
保
条
項
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
〕
売
主
の
権
限
の
弱
体
化
と
、
買
主
の
一
見
し
た
と
こ
ろ
法
外
な
力
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
み
な
ら
ず

（
Ｉ
）、
さ
ら
に
、
彼
ら
の
権
限
を
う
ま
く
測
る
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
（
Ⅱ
）。
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Ⅰ　

物
に
関
す
る
売
主
と
買
主
と
の
競
合
の
正
当
化

合
意
の
み
に
よ
る
移
転
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン　
　

所
有
留
保
条
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
所
有
は
、
代
金
支
払
時
に
、
全
体
と
し
て
移

転
す
る
（transm

ise

）
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
承
認
す
る
た
め
に
は
、
所
有
の
移
転
が
、
意
思
の
効
果
の
み
に
よ

っ
て
し
か
実
現
し
得
な
い
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
の
意
思
が
、
代
金
支
払
時
に
移
転
が
生
じ
る
こ
と
を
定
め
た
以

上
、
そ
の
〔
代
金
支
払
の
〕
瞬
間
に
、
一
種
の
魔
術
に
よ
っ
て
、
買
主
が
目
的
物
の
所
有
者
に
な
り
、
売
主
が
目
的
物
上
の
全
て
の
権

利
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
が
、
合
意
の
み
に
よ
る
所
有
の
移
転
を
選
択
し
た
以
上
、
こ
の
解
決
は
、
不
可
避
で
あ

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
報
告
に
お
け
る
検
討
か
ら
、
こ
の
解
決
は
現
実
的
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
意
思
は
、
そ
れ
だ
け
で

は
、
移
転
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
Ａ
）。
そ
の
理
由
は
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
る
財
産
に
つ
い
て
排
他
性
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
排
他
性
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
買
主
が
自
ら
の
状
況
を
対
抗
可

能
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
意
思
は
本
質
的
に
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
く
、
触
知
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
限
界
が
あ
る
こ
と

は
す
ぐ
に
分
か
る
。
取
得
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
そ
れ
が
対
抗
可
能
に
な
っ
た
時
に
し
か
終
了
し
な
い
。
つ
ま
り
、
動
産
に
つ
い
て
は
、
買

主
の
占
有
取
得
が
な
け
れ
ば
、
取
得
の
プ
ロ
セ
ス
は
終
了
し
な
い
。
引
渡
し
は
、
こ
の
よ
う
に
、
取
得
〔
プ
ロ
セ
ス
の
一
要
素
〕
と
い

う
性
質
を
有
す
る
。
所
有
留
保
条
項
の
場
合
に
は
、
取
得
は
、
代
金
の
支
払
よ
り
も
前
に
、
占
有
取
得
時
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る

（
Ｂ
）。

（
15
）
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Ａ　

意
思
は
そ
れ
だ
け
で
は
移
転
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

移
転
の
客
体
と
し
て
の
物　
　

意
思
の
み
で
移
転
を
完
全
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
た
め
に
は
、
移
転
の
客
体
は
、

所
有
権
と
い
う
物
権
で
あ
っ
て
、
こ
の
権
利
の
客
体
で
あ
る
物
で
は
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
実
際
に
、
所
有
権

─
─
そ
れ
は
最
も
完
全
な
物
権
で
あ
る
─
─
が
移
転
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
移
転
の
作
用
は
即
時
に
終
了
す
る
で
あ
ろ
う
。
所
有
権
は
、

い
わ
ば
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
く
、
無
形
の
も
の
で
あ
っ
て
、
即
時
に
移
転
さ
れ
得
る
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
全
て
法
的
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
に
属
す
る
。
物
権
と
し
て
の
所
有
は
、
法
的
様
式
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
の
効
果
の
み
に
よ
っ

て
そ
れ
が
移
転
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
何
ら
禁
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
う
え
、
こ
の
現
象
は
、
瞬
間
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
移
転
の
客
体
が
所
有
権
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
者
の
力
や
支
配
〔
の
下
〕
か
ら
、
別
の
者
の
力

や
支
配
〔
の
下
〕
に
移
る
の
は
、
必
然
的
に
、
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
所
有
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
方
に
与
す
る
場
合

で
あ
れ
（
1
）、
所
有
を
物
権
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
を
支
持
す
る
場
合
で
あ
れ
、
認
め
ら
れ
る
（
2
）。

1　

新
し
い
所
有
理
論
に
依
拠
し
た
正
当
化

　

所
有
が
物
権
の
一
つ
で
は
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
所
有
権
は
移
転
の
客
体
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
必
然
的
に
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

こ
の
立
場
を
採
る
学
派
に
よ
る
と
、
所
有
は
権
利
で
は
な
く
、
人
の
自
ら
の
物
へ
の
投
影
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
所
有
は
、
排
他

的
権
利
（ jus excluendi

）
と
い
う
唯
一
の
側
面
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
物
は
所
有
者
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
所
有
者
は
、

他
の
全
て
の
者
を
排
除
し
て
そ
の
物
を
自
ら
に
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
所
有
は
、
人
間
に
生
来
の
、
物
を
自
ら
に
割

（
16
）
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り
当
て
る
権
能
、
物
の
効
用
に
排
他
的
に
浴
す
る
た
め
に
、
物
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
権
能
と
し
て
描
か
れ
得
る
。
所
有
は
実
体

（consistance

）
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
起
終
点
、
す
な
わ
ち
人
〔（
所
有
者
）〕
と
そ
の
物
と
を
結
び
つ
け
る
割
当
関
係

に
過
ぎ
な
い
。
権
利
は
、
こ
の
状
況
を
保
護
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
所
有
は
、
移
転
し
得
な
い
。

人
は
、
考
え
る
力
（pouvoir

）、
見
る
力
、
あ
る
い
は
理
解
す
る
力
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
自
ら
が
も
つ
割
当

権
限
（pouvoir
）、
排
他
権
限
を
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
移
転
す
る
の
は
、
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
買
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
買
主
が
目
的
物
に
つ
い
て
そ
の
排
他
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
売
主
が
買
主
に
対
し
て
約
す
る
契
約
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
排
他
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
意
思
の
み
で
は
十
分
で
な
い
。
動
産
に
つ
い
て
は
、
占
有
の
取
得
が
不
可
欠
で
あ

る
。
占
有
の
取
得
が
、
対
抗
可
能
性
、
し
た
が
っ
て
排
他
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

2　

所
有
に
つ
い
て
の
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
し
た
正
当
化

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
所
有
を
物
権
の
一
つ
と
同
視
し
た
と
し
て
も
、
同
一
の
分
析
が
な
さ
れ
得
る
。
第
一
に
、
所
有
権
が
移
転
の
客

体
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
の
不
自
然
さ
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
所
有
と
は
、
処
分
・
収
益
・
使
用
権
を
付
与
す
る
物

権
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
所
有
を
移
転
で
き
る
の
は
、
所
有
に
含
ま
れ
る
処
分
権
に
よ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
幾
分

ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
で
あ
る
が
、
あ
る
学
説
は
、
こ
の
こ
と
を
「
権
利
の
自
殺
」
と
評
し
た
。
第
二
に
、
そ
し
て
特
に
、
プ
ル
キ
エ
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
通
説
が
所
有
権
の
移
転
と
い
う
理
論
を
支
持
す
る
理
由
は
、
科
学
的
な
厳
密
さ
と
い
う
よ
り
も
、
思
考
習
慣
を
承

認
す
る
こ
と
の
利
便
性
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
テ
ィ
ア
ス
に
よ
れ
ば
、「
権
利
の
移
転
は
、
法
学
の
発
展
段
階
に
対
応
し
て
い
な

い
」。
所
有
の
移
転
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
深
く
研
究
し
て
き
た
学
説
の
ほ
ぼ
全
て
が
、
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
割
当
関
係
を
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。〔
所
有
の
〕
移
転
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
者
が
、
自

（
17
）

（
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ら
の
財
産
に
つ
い
て
の
排
他
性
を
、
他
者
が
そ
の
財
産
に
つ
い
て
の
排
他
性
を
確
立
す
る
た
め
に
失
う
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
ま
ず
、

前
主
の
所
有
権
が
消
滅
し
、
次
い
で
、
取
得
者
に
よ
っ
て
自
ら
の
排
他
的
権
利
が
確
立
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
排
除
す
る
権
能
（faculté 

dʼexclure
）
は
、
取
得
者
が
、
自
ら
の
権
原
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
し
か
存
在
し
得
な
い
。

　

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
全
て
、
動
産
の
取
得
プ
ロ
セ
ス
は
、
合
意
に
よ
っ
て
完
全
に
実
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
に
至

ら
せ
る
。
占
有
の
取
得
は
、（
公
示
が
そ
う
で
あ
り
得
る
の
と
全
く
同
様
に
）
対
抗
可
能
性
を
与
え
る
が
ゆ
え
に
、
取
得
者
の
権
利
を

認
め
る
た
め
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。

Ｂ　

引
渡
し
は
取
得
プ
ロ
セ
ス
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る

合
意
の
み
に
よ
る
移
転
は
実
際
上
存
在
し
な
い　
　

フ
ラ
ン
ス
法
が
、
合
意
の
み
に
よ
る
移
転
を
選
択
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
意
思

の
み
で
は
移
転
を
完
全
な
も
の
と
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
の
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
納
得
す
る
た
め
に
は
、
現
実
に
は
、
い
か
な
る
移
転
も
、
意
思
の
交
換
の
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
意
思
の
合
致
が
引
渡
し
に
先
行
す
る
と
き
、
移
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
完
成
さ
せ
る
の
は
、

後
者
で
あ
る
（
1
）。
そ
こ
か
ら
、
所
有
留
保
条
項
の
場
合
の
よ
う
に
、
移
転
に
関
し
て
、
物
理
的
な
引
渡
し
（rem

ise

）
が
合
意
に

先
行
す
る
と
い
う
と
き
は
、
引
渡
し
の
時
か
ら
取
得
は
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
演
繹
す
べ
き
で
あ
る
（
2
）。

1　

一
般
的
な
場
合
─
─
意
思
の
合
致
が
引
渡
し
に
先
行
す
る
場
合

二
重
売
買　
　

も
し
、
意
思
の
合
致
が
、
実
際
に
、
そ
れ
だ
け
で
所
有
を
移
転
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
然
的
に
、
合
意
が
一
度
な
さ

（
24
）

（
25
）（

26
）
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れ
れ
ば
、
取
得
者
は
、
も
は
や
〔
所
有
を
〕
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
取
得
者
が
本
当
に
所

有
者
な
の
で
あ
れ
ば
、
取
得
者
は
、
自
ら
の
排
他
的
権
利
が
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
保
護
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
民
法
典
一
一
九
八
条
に
よ
る
と
、「
同
一
の
動
産
に
つ
い
て
、
二
人
の
取
得
者
が
相
次
い
で
同
一
の

者
か
ら
権
利
を
得
る
場
合
、
先
に
当
該
動
産
の
引
渡
し
を
得
た
者
は
、
善
意
で
あ
る
限
り
、
自
ら
の
権
利
が
時
間
的
に
後
れ
て
い
る
と

し
て
も
、
優
先
」
す
る
。
こ
の
条
文
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
一
に
、
第
一
契
約
に
よ
っ
て
、
真
の
意
味
で
、
第
一
買
主
に
所
有
が
移
転
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場

合
、
第
二
買
主
に
よ
る
取
得
は
、
売
主
と
締
結
し
た
契
約
か
ら
は
生
じ
得
な
い
。
売
主
が
、
第
二
売
買
を
締
結
し
た
時
、
売
主
は

も
は
や
目
的
物
の
所
有
者
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
売
主
は
、
自
ら
が
も
は
や
有
し
な
い
財
産
を
移
転
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
も
し
、
先
に
引
渡
し
を
受
け
た
第
二
買
主
に
よ
る
取
得
が
契
約
か
ら
生
じ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
取
得
は
、
引
渡
し

か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
一
種
の
原
始
取
得
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
契
約
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
規
律
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ

う
。

　

第
二
に
、
第
一
契
約
の
当
事
者
の
意
思
は
、
所
有
を
完
全
に
は
移
転
さ
せ
（épuisé

）
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
売
主
は
な
お
所
有
者
で
あ
る
か
ら
、
第
二
買
主
に
そ
の
財
産
を
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
第
二
契
約

に
関
し
て
は
、
売
主
は
、
第
二
買
主
が
そ
の
状
況
を
対
抗
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
移
転
の
プ
ロ
セ
ス
は
最
後
ま
で

進
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
譲
渡
は
、
第
二
の
売
買
契
約
の
履
行
か
ら
生
じ
る
。
実
定
法
が
、
契
約
に
関
す
る
規
定
の
中

に
、
民
法
典
一
一
九
八
条
の
こ
の
準
則
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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引
渡
し
が
な
け
れ
ば
取
得
も
な
い　
　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
法
文
が
是
認
す
る
以
上
に
、
取
得
と
い
う
現
象

に
お
け
る
取
得
者
の
占
有
取
得
の
重
要
性
を
消
し
去
っ
て
い
な
い
。
別
の
条
文
は
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

民
法
典
一
六
一
二
条
お
よ
び
一
六
一
三
条
は
、
買
主
が
代
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
ま
た
は
支
払
不
能
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
売
主
は
も

は
や
引
渡
義
務
を
負
わ
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
も
し
現
実
に
所
有
が
移
転
し
て
い
た
な
ら
ば
、
売
主
は
、
そ
の
財
産
を
、
そ
の
真
の

所
有
者
に
与
え
る
と
い
う
選
択
肢
以
外
持
ち
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
特
に
、
買
主
は
、
そ
の
財
産
の
返
還
請
求
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
条
文
が
一
種
の
留
置
権
を
認
め
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
状
況
を
、
留
置
権
の
問
題
に
は
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
売
主
は
、
財
産
を
引
き
渡
さ
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
買
主
が
、
そ
の
財
産
に
つ
い
て
排
他
性
を
確
立
す
る
、
つ
ま
り
所
有
者
に
な
る
の
を
妨
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
売
主
は
、
こ
の

状
況
に
お
い
て
、
引
渡
し
を
拒
ん
だ
後
に
、
よ
り
支
払
能
力
の
あ
る
買
主
に
財
産
を
譲
渡
し
、
同
人
に
占
有
を
取
得
さ
せ
て
民
法
典
一

一
九
八
条
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
、
何
ら
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
留
置
権
の
問
題
の
枠
内
で
は
考
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

契
約
か
ら
引
渡
し
ま
で
の
間
の
取
得
者
の
不
安
定
性　
　

移
転
に
関
す
る
意
思
の
合
致
が
引
渡
し
に
先
行
す
る
と
き
に
は
、
移
転
の
原

因
と
な
る
行
為
と
、
取
得
の
完
了
と
の
間
に
、
移
転
の
客
体
に
よ
っ
て
そ
の
長
さ
に
多
少
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
期
間
が
存
在
す
る
。

こ
の
期
間
は
、
当
然
、
主
と
し
て
買
主
に
、
不
安
定
な
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
。
買
主
が
排
他
性
を
完
全
に
確
立
し
て
い
な
い
限
り
に
お

い
て
、
そ
の
財
産
は
、
全
面
的
に
は
他
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は
い
な
い
。
買
主
は
、
剥
奪
か
ら
守
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
即
時

の
作
用
で
あ
る
所
有
権
の
移
転
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
に
依
拠
す
る
の
は
、
こ
の
空
位
期
間
を
隠
す
た
め
で
し
か
な
い
。
民
法

典
の
起
草
者
は
、
所
有
権
は
同
意
（consentem

ent

）
の
交
換
の
瞬
間
に
移
転
す
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
過
渡
期
に
本
質

（
27
）

（
28
）
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的
に
結
び
つ
く
困
難
を
、
巧
み
に
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

2　

所
有
留
保
条
項
─
─
意
思
の
合
致
が
占
有
取
得
に
続
く
場
合

意
思
の
合
致
だ
け
で
は
移
転
は
生
じ
な
い　
　

意
思
の
合
致
が
取
得
者
へ
の
財
産
の
引
渡
し
に
先
行
す
る
場
合
に
、
意
思
の
合
致
だ
け

で
は
財
産
を
移
転
さ
せ
る
に
十
分
で
は
な
い
以
上
、
所
有
留
保
条
項
が
あ
る
場
合
に
、
前
者
と
は
事
情
が
異
な
る
と
考
え
る
理
由
は
全

く
な
い
。
取
得
者
が
、
代
金
支
払
時
に
完
全
に
所
有
者
に
な
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
確
か
に
、
意
思
の
効
果
に
よ
っ
て
生
じ
て
い

る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
取
得
者
が
財
産
を
占
有
す
る
こ
と
か
ら
も
生
じ
て
い
る
。
意
思
と
対
抗
力
は
、
こ
の
よ
う
に
、

〔
所
有
の
移
転
と
い
う
〕
作
用
を
完
全
に
す
る
。

空
位
期
間　
　

買
主
が
既
に
占
有
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
引
渡
し
が
、
割
当
て
の
始
ま
り
な
の
か
否
か
を
問
題
に
す
る

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
肯
定
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
買
主
は
、
単
に
他
主
占
有
者

に
な
る
と
い
う
見
通
し
の
下
で
は
な
く
、
所
有
者
に
な
る
と
い
う
見
通
し
の
下
で
、
財
産
を
保
持
し
て
い
る
（appréhender

）。
こ

こ
に
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
（crédit-bail

）
な
ど
の
、
他
の
所
有
型
担
保
（garantie-propriété

）
の
仕
組
み
と
比
べ
た
と
き

の
、
所
有
留
保
条
項
の
特
殊
性
が
あ
る
。
買
主
が
、
代
金
を
支
払
っ
て
い
な
い
財
産
を
支
配
す
る
（sʼem

parer

）
の
は
、
真
に
所
有

の
意
思
を
も
っ
て
で
あ
る
。
売
主
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
は
、
買
主
が
そ
れ
を
そ
の
用
途
に
従
っ
て
使
用
し
、
さ
ら
に
は
処
分
す
る
た

め
に
、
買
主
に
自
ら
の
財
産
を
委
ね
て
い
る
。
売
主
は
、
も
は
や
、
こ
れ
ら
の
権
限
を
自
ら
に
留
保
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
売
主

が
望
ん
で
い
る
の
は
、
た
だ
代
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
代
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
財
産
の
価
値
を
回
収

す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
売
主
は
、
も
は
や
体
素
（corpus

）
を
有
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
真
の
意
味
に
お
い
て
は
、
も
は
や
心

（
29
）
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素
（anim

us

）
も
有
し
て
い
な
い
。
売
主
の
意
図
は
、
所
有
者
の
心
素
か
ら
、
債
権
者
の
心
素
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
売
主

に
と
っ
て
、
所
有
は
、
も
は
や
自
ら
の
債
権
の
満
足
を
保
障
す
る
た
め
の
取
戻
し
を
可
能
に
す
る
た
め
の
論
拠
に
過
ぎ
な
い
。
売
主
は
、

引
渡
し
の
時
に
、
い
わ
ば
、
所
有
者
と
し
て
の
権
限
の
大
部
分
を
放
棄
し
た
（abdiquer

）
と
い
え
る
。

Ⅱ　

譲
渡
人
の
権
能
お
よ
び
譲
受
人
の
権
能
の
限
ら
れ
た
（m

esuré

）
競
合

残
滓
的
所
有
／
顕
在
化
中
の
所
有　
　

所
有
留
保
条
項
が
あ
る
場
合
に
、
留
保
者
が
取
得
者
に
物
を
物
理
的
に
引
き
渡
し
た
時
か
ら
、

自
ら
の
権
限
を
放
棄
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
、
留
保
者
た
る
売
主
と
買
主
と
の
間
の
権
能
の
分
配
に
つ
い
て
、
よ
り
明
快

な
解
釈
が
可
能
に
な
り
得
る
。

　

留
保
者
た
る
売
主
は
、
も
は
や
、
財
産
の
価
値
に
限
定
さ
れ
た
残
滓
的
所
有
し
か
有
し
な
い
の
に
対
し
て
（
Ａ
）、
買
主
は
、
物
の

顕
在
化
中
の
所
有
を
有
す
る
者
で
あ
る
（
Ｂ
）。

Ａ　

残
滓
的
所
有

留
保
者
の
地
位
の
曖
昧
さ　
　

所
有
留
保
条
項
が
あ
る
場
合
の
売
主
の
地
位
は
、
少
な
く
と
も
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
売
主
は
、
売
買

契
約
を
締
結
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
財
産
の
所
有
を
移
転
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
売
主
は
、
代

金
の
支
払
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
財
産
の
占
有
を
取
得
者
に
与
え
る
こ
と
を
承
諾
し
、
─
─
在
庫
品
や
原
材
料
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
場
合
に
は
─
─
こ
の
財
産
を
処
分
す
る
権
限
を
も
取
得
者
に
委
ね
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
支
払
を
確
保
す
る
た
め
に
、
売
主

は
「
所
有
」
を
留
保
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
重
要
な
の
は
、
真
の
意
味
で
〔
売
主
に
〕
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
を
考

え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
で
、
そ
こ
か
ら
、
売
主
に
残
っ
て
い
る
権
限
に
関
す
る
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
に
し
よ
う
。
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1　

留
保
所
有
の
内
容

　

取
得
の
プ
ロ
セ
ス
が
取
得
者
の
占
有
取
得
に
よ
っ
て
始
ま
る
と
い
う
以
上
、
具
体
的
に
〔
売
主
に
〕
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
な

の
か
を
問
う
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
代
金
支
払
時
に
は
何
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
の
は
簡

単
で
あ
る
。
財
産
が
取
得
者
の
資
産
（patrim

oine

）
に
入
る
の
で
あ
る
。
意
思
の
み
が
、
い
つ
、
財
産
が
取
得
者
の
積
極
財
産
（
資

産
の
借
方
）
に
組
み
込
ま
れ
、
承
継
人
の
資
産
に
入
る
の
か
を
規
定
し
得
る
。
資
産
は
純
法
理
論
的
な
創
造
物
で
あ
っ
て
、
あ
る
財
産

が
、
あ
る
資
産
か
ら
逸
出
し
、
他
の
資
産
に
入
る
の
が
い
つ
か
は
自
由
に
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
用
は
意
思
の
み

に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
、
即
時
に
〔
効
果
を
〕
生
じ
る
。
こ
の
瞬
間
に
、

　

当
該
財
産
は
、
前
主
の
資
産
お
よ
び
一
般
担
保
か
ら
逸
出
し
、
承
継
人
の
資
産
お
よ
び
一
般
担
保
に
入
る
。
前
主
の
債
権
者
は
、

も
は
や
そ
の
財
産
に
つ
い
て
強
制
履
行
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
取
得
者
の
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
担
保
の
対

象
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

財
産
が
買
主
の
資
産
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
別
の
帰
結
は
、
物
の
滅
失
の
危
険
が
買
主
に
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

財
産
の
価
値
が
買
主
の
資
産
に
組
み
込
ま
れ
る
な
ら
ば
、
危
険
は
移
転
す
る
と
い
う
帰
結
は
論
理
的
で
あ
る
。
財
産
が
滅
失
し
た

場
合
、
財
産
は
、
買
主
の
資
産
か
ら
消
失
す
る
の
で
あ
っ
て
、
売
主
の
資
産
か
ら
消
失
す
る
の
で
は
な
い
。 

　

意
思
の
力
の
限
界
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
、
法
律
は
、
当
事
者
は
〔
売
買
契
約
締
結
後
も
〕
目
的
物
を
引
き
渡
す

時
点
ま
で
所
有
留
保
条
項
に
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
を
強
調
す
る
の
は
重

要
で
あ
る
。
も
し
、
本
当
に
、
意
思
が
、
そ
れ
だ
け
で
買
主
を
完
全
に
所
有
者
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
引
渡
時
に
所
有

留
保
条
項
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、〔
意
思
が
そ
れ
だ
け
で
買
主
を
完
全
に
所
有
者
に
す

（
30
）

（
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）

（
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）
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る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、〕
民
法
典
一
五
八
三
条
の
適
用
に
よ
っ
て
、
買
主
は
、
契
約
締
結
時
か
ら
既
に
所
有
者
に
な

っ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
引
渡
し
の
段
階
に
お
い
て
、
当
該
財
産
が
以
後
も
売
主
に
帰
属
す
る
と
定
め
る
の
は
、
新
た
な
移
転

を
前
提
と
す
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
買
主
は
、
売
主
か
ら
財
産
を
取
得
し
た
後
、
当
初
の
所
有
者
で
あ
る
売

主
に
財
産
を
移
転
す
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
立
法
者
意
思
で
は
な
い
。〔
こ
れ
に
対
し
て
、〕
も
し
、
意
思
の
力
は
、

あ
る
財
産
を
、
あ
る
資
産
か
ら
別
の
資
産
に
移
す
こ
と
の
み
に
あ
る
と
認
め
、
し
か
し
〔
意
思
の
力
の
み
で
は
売
主
に
〕
取
得
の
プ
ロ

セ
ス
は
終
了
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
引
渡
し
が
行
わ
れ
な
い
限
り
取
得

の
プ
ロ
セ
ス
も
終
了
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
所
有
留
保
条
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
、
新
た

な
移
転
と
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
得
る
。

2　

留
保
さ
れ
た
所
有
の
射
程

留
保
さ
れ
た
所
有
の
対
象
は
、
物
の
価
値
の
み
で
あ
る　
　

所
有
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
売
主
は
、
財
産
を
、
自
ら
の
資
産
の

中
に
留
め
置
く
。
完
全
な
精
確
さ
を
期
す
な
ら
ば
、
売
主
は
、
財
産
の
価
値
を
、
自
ら
の
資
産
の
中
に
留
め
置
く
。
売
主
が
関
心
を
有

す
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
売
主
は
、
買
主
が
経
営
難
に
陥
っ
た
場
合
に
、
代
金
未
払
で
あ
れ
ば
そ
の
財
産
の
価
値
を
回
収
で
き
る

こ
と
を
望
む
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
担
保
と
し
て
の
所
有
の
特
殊
性
が
把
握
さ
れ
る
。
所
有
者
は
、
自
ら
の
財
産
を
手
放
し
つ
つ
、
自

ら
が
関
心
を
持
つ
側
面
、
す
な
わ
ち
そ
の
価
値
の
み
を
留
め
置
く
の
で
あ
る
。

　

ひ
と
た
び
そ
の
よ
う
に
把
握
す
る
と
、
民
法
典
二
三
七
二
条
の
解
釈
は
容
易
に
な
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、〔
留
保
さ
れ
た
〕「
所
有
権

は
、
転
得
者
に
対
す
る
債
務
者
の
債
権
ま
た
は
財
産
に
代
わ
る
保
険
金
に
及
ぶ
」。
財
産
の
価
値
が
売
主
の
資
産
の
中
に
あ
る
以
上
、
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こ
れ
に
相
当
す
る
代
金
ま
た
は
保
険
金
が
、〔
財
産
に
代
わ
っ
て
〕
売
主
の
資
産
に
入
る
と
い
う
の
は
、
論
理
的
で
あ
る
。

Ｂ　

顕
在
化
中
の
所
有

処
分
権
限　
　

ひ
と
た
び
買
主
が
占
有
を
取
得
す
る
と
、
買
主
は
、
自
ら
の
排
他
的
権
利
を
確
立
し
始
め
る
。
買
主
は
、
所
有
者
の
心

素
を
備
え
た
占
有
者
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
、
財
産
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
買
主
は
、
こ
の
資
格
に
基
づ
い
て
、
問
題

の
財
産
を
処
分
す
る
権
限
に
浴
す
る
（
1
）。
し
か
し
、
こ
の
処
分
権
限
は
、
売
主
の
所
有
者
た
る
資
格
と
矛
盾
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
処
分
権
能
は
、
所
有
者
の
心
素
を
備
え
た
占
有
者
と
し
て
の
資
格
に
基
づ
い
て
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
（
2
）。

1　

使
用
・
収
益
・
処
分
権
限

所
有
留
保
条
項
の
意
義　
　

所
有
を
留
保
さ
れ
た
買
主
は
、
財
産
の
引
渡
時
か
ら
、
所
有
者
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
そ
の
財
産
を
取

得
す
る
の
で
、
そ
の
財
産
を
使
用
し
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
買
主
は
、
そ
の
用
途
に
応
じ
て
、
財
産
を
添
付
し
、
消
費
し
、
あ

る
い
は
ま
た
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
所
有
留
保
条
項
の
構
造
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
種
の
売
買
に

お
け
る
買
主
は
、
目
的
物
を
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
契
約
を
締
結
し
な
い
。
こ
の
権
限
を

取
得
者
か
ら
奪
う
こ
と
は
、
所
有
留
保
条
項
か
ら
あ
ら
ゆ
る
有
用
性
を
奪
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
判
例
は
、
所
有
を
留
保
し
て
な
さ
れ

る
売
買
に
お
い
て
、
そ
れ
を
特
徴
付
け
る
給
付
は
、
所
有
の
移
転
で
は
な
く
、
物
の
引
渡
し
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
判
例
は
、

こ
の
点
に
お
い
て
説
得
力
が
あ
る
。
こ
の
判
例
は
、
所
有
を
留
保
さ
れ
た
買
主
は
、
ひ
と
た
び
引
渡
し
を
受
け
れ
ば
、
も
は
や
、
売
主

に
期
待
す
る
よ
う
な
大
き
な
こ
と
は
な
い
、
と
実
定
法
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
要
す
る
に
、
所
有
の
移
転
、
つ
ま
り
、
財

産
が
自
ら
の
資
産
に
移
る
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
種
の
財
産
の
買
主

（
33
）
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は
、
自
ら
の
事
業
活
動
に
お
い
て
当
該
財
産
を
必
要
と
す
る
企
業
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
企
業
に
と
っ
て

は
、
こ
れ
ら
の
財
産
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
、
こ
れ
ら
の
財
産
に
潜
在
し
て
い
る
可
能
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
れ

ら
の
財
産
が
自
ら
の
資
産
に
入
っ
て
い
る
か
否
か
は
、
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。

「
無
権
利
者
か
ら
権
利
は
取
得
で
き
な
い
」
と
の
原
則
は
作
用
し
な
い　
　

所
有
を
留
保
さ
れ
た
買
主
が
処
分
権
限
を
も
っ
て
い
る
こ

と
は
、
買
主
が
目
的
物
を
転
売
し
た
場
合
、
転
得
者
が
十
全
か
つ
完
全
な
所
有
を
取
得
し
、
売
主
は
「
無
権
利
者
か
ら
権
利
は
取
得
で

き
な
い
」
と
の
法
諺
を
も
っ
て
転
得
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
る
。
も
し
、
前
主
（
買
主
）
が
処

分
権
を
本
当
に
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
買
主
が
転
得
者
を
所
有
者
に
す
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
民
法
典
二
二
七
六
条
〔（
即
時
取
得
）〕
の
適
用
に
よ
っ
て
、
所
有
者
で
は
な
い
者
か
ら
の
取
得
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
の
回
答

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
得
る
。
第
一
に
、
占
有
に
よ
る
取
得
は
、

善
意
取
得
者
の
た
め
に
し
か
生
じ
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
取
得
者
が
善
意
か
悪
意
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
な
い
。
第
二
に
、
所
有
を

留
保
さ
れ
た
財
産
、
た
と
え
ば
在
庫
商
品
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
転
売
を
予
定
し
て
取
得
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
取
引
構
造
全
体
が
、
民

法
典
二
二
七
六
条
を
中
心
と
し
て
正
統
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
同
条
は
、
原
則
と
し
て
、
所
有
者
で
な
い
者
か

ら
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
取
得
し
た
取
得
者
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
に
過
ぎ
な
い
。

2　

買
主
の
権
能
は
売
主
の
権
限
と
衝
突
す
る
か
？

留
保
者
が
望
む
状
況　
　

所
有
者
の
権
限
を
全
て
買
主
に
承
認
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
得
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代

金
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
限
り
、
売
主
が
所
有
者
で
あ
り
続
け
る
と
考
え
る
以
上
、
買
主
に
処
分
権
能
を
認
め
る
こ
と
を
容
認
す
る
の
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は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
与
件
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
そ
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
、
買
主
が
そ
の
よ
う
な
権
能
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
売
主
が
、
買
主
に
、
そ
の
権

限
を
委
ね
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ 

ペ
ロ
シ
ョ
ン
が
そ
の
博
士
論
文
の
中
で

強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
条
項
の
構
造
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
代
金
の
支
払
を
受
け
て
い
な
い
売
主
が
、
目
的
物
を
買
主
に

引
き
渡
す
の
は
、
ま
さ
に
、
買
主
が
、
目
的
物
を
利
用
し
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
用
途
に
適
う
な
ら
、
処
分
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
売
主
は
、
買
主
に
そ
の
よ
う
な
権
能
を
与
え
な
い
と
明
示
す
る
こ
と
を
何
ら
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
買
主
は
、
そ
の

よ
う
な
権
能
を
も
た
な
い
。

　

第
二
に
、
既
に
強
調
し
た
よ
う
に
、
売
主
は
、
自
ら
の
所
有
者
と
し
て
の
心
素
の
大
部
分
を
失
っ
て
い
る
。
売
主
が
関
心
を
有
す
る

の
は
、
自
ら
の
債
権
の
満
足
、
し
た
が
っ
て
物
が
有
し
得
る
価
値
だ
け
で
あ
る
。
売
主
は
、
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
保
障
す
る
の
に
十

分
な
実
効
性
を
有
す
る
担
保
を
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
財
産
を
完
全
に
手
放
す
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
財
産
が
無
価
値
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
留
保
者
が
財
産
を
取
り
戻
そ
う
と
は
し
な
い
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。

留
保
者
は
所
有
者
か
？　
　

以
上
の
通
り
、
売
主
は
、
そ
の
所
有
者
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
、
こ
の
状
況
に
つ
い
て
決
定
し
た
。
し

か
し
、
ひ
と
た
び
買
主
が
占
有
を
取
得
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
権
限
を
失
っ
た
売
主
が
な
お
所
有
者
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
い

え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
は
、
所
有
者
で
は
な
く
な
ろ
う
と

し
て
い
る
過
程
の
所
有
者
で
あ
る
。
こ
の
資
格
に
お
い
て
、
売
主
は
、
他
の
者
が
、
目
的
物
を
手
に
し
、
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
を

承
認
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
長
期
間
継
続
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
座
り
の
悪
い
状
況
で
あ
る
。〔
最
終
的
に
は
、〕
買
主

が
自
ら
の
債
務
を
弁
済
し
て
、
買
主
が
唯
一
の
支
配
者
に
な
る
か
、
買
主
が
自
ら
の
債
務
を
弁
済
せ
ず
、
売
主
が
目
的
物
に
つ
い
て
自

（
34
）
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ら
の
排
他
性
を
全
面
的
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
い
ず
れ
か
の
状
況
が
生
じ
る
。
自
ら
財
産
を
取
り
戻
す
権
限
を
用
意
し
て
お

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
売
主
は
、
自
ら
の
力
の
本
質
的
な
権
限
を
留
め
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
財
産
を
留
保
す
る
権
限
で
あ
り
、

自
ら
の
力
（potestas

）
を
再
確
認
す
る
権
限
で
あ
る
。
買
主
の
倒
産
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
、
売
主
が
、
実
定
法
上
、
あ
ら
ゆ
る

所
有
者
と
同
様
の
保
護
に
浴
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
資
格
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

民
法
典
二
三
六
七
条
。

F. Perochon, La réserve de propriété dans la vente de m
eubles corporels, Litec, 1988, n° 3.

ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
、
債
権
者
全
体
を
満
足
さ
せ
る
に
足
り
る
積
極
財
産
は
な
く
、
一
般
債
権
者
は
犠
牲
に
な
る
。

商
法
典
Ｌ
．六
二
四
─
一
一
条
。

商
法
典
Ｌ
．六
二
四
─
一
一
条
以
下
。

Cass. civ. 28 m
ars et 22 oct. 1934, D

P, 1934, note J. V
andam

m
e, S. T

haller.
Loi n° 80-335.
P. Crocq, « Sûretés im

m
obilières, clause de réserve de propriété », Fasc. unique, A

rt. 2367 à 2372, Lexis N
exis, n° 40.

民
法
典
二
三
二
九
条
。

http://henricapitant.org/storage/app/m
edia/pdfs/travaux/avant-projet-de-reform

e-du-droit-des-suretes.pdf

こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、T

. Revet et F. Zenati-Castaing, D
roit des biens, PU

F, 3
èm

e éd., 2008, n° 243.
P. Crocq, Propriété et garantie, LGD

J, 1995, p. 109.
P. T

héry, Sûretés et publicité foncière, PU
F, 1988, n° 330.

T
. Revet et F. Zenati-Castaing, op. cit., spéc. n° 237 et 242.

ル
ヴ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
移
転
効
を
も
つ
雷
電
」
と
表
現
さ
れ
る
（T

. Revet, « Les différentes ventes », J.C.P., éd. E
., Cahiers de droit 

de lʼentreprise, suppl. 5, 1995, p. 8.

）。

こ
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
次
の
文
献
を
参
照
、V

areilles-Som
m

ières, « La définition et la notion ju-
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所有（権）留保の再解釈に向けて　
ridique de propriété », R

T
D

 civ. 1905 p. 443.

ま
た
、
も
ち
ろ
ん
、
次
の
文
献
も
参
照
。F. Zenati, E

ssai sur la nature juridique de 
la propriété, Contribution à la théorie du droit subjectif, th. Lyon, 1981.

少
々
挑
発
め
い
た
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
物
を
自
ら
に
割
り
当
て
る
権
限
は
、
人
間
の
み
に
留
保
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
定
の
動
物
も
ま
た
、
排
他
的
に
物
の
効
用
を
享
受
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
自
ら
に
割
り
当
て
よ
う
と
す
る
意
思

を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
動
物
の
世
界
に
お
い
て
は
、
こ
の
排
他
性
を
保
護
し
得
る
法
シ
ス
テ
ム
が
全
く
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

V
areilles-Som

m
ieres, op. cit., n° 28.

F. de V
isscher (« D

u jus abutendi », R
T

D
 civ. 1913 p. 341) :

「
放
棄
す
る
権
利
は
、
放
棄
さ
れ
る
権
利
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
の
か
？
こ
れ
は
、
権
利
の
自
殺
の
理
論
で
あ
る
。」

C. Pourquier, Propriété et perpétuité, E
ssai sur la durée du droit de propriété, préf. C. A

tias, PU
A

M
, 2000, n° 418.

C. A
tias, Le transfert conventionnel de propriété im

m
obilière, th. Poitiers, 1974, n° 395.

こ
の
こ
と
は
、
考
察
の
視
点
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
関
わ
ら
な
い
。E. Lévy, Preuve par titre du droit de propriété im

︲
m

obilière, th. Paris, 1896, n° 49 ; A
. Colin et H

. Capitant, Cour élém
entaire de droit civil français, t. I, D

alloz, 5
èm

e éd., p. 983 ; 
V

areilles-Som
m

ières, La définition et la notion juridique de la propriété, op. cit., n

° 28 ; Fr. Zenati et T
. Revet, Les biens, 

op. cit., n° 130 ; C. A
tias, Le transfert conventionnel de propriété im

m
obilière, op. cit., n° 403.

C. A
tias, Le transfert conventionnel de propriété im

m
obilière, op. cit., n° 393

：「
不
動
産
の
所
有
が
あ
る
人
か
ら
別
の
人
へ
と

移
転
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
主
と
し
て
、
哲
学
的
お
よ
び
隠
喩
的
な
価
値
を
有
す
る
」。
同
じ
著
者
に
よ
る
も
の
と
し
て
参
照
、 C. 

A
tias, « Lʼeffet translatif en dem

i-teinte de la vente im
m

obilière », D
. 2011 p. 2062.

C. A
tias, Le transfert conventionnel de propriété im

m
obilière, op. cit., n° 394

：「
本
質
的
な
の
は
、
権
利
の
承
継
で
は
な
い
！

贈
与
者
に
と
っ
て
は
、
受
贈
者
に
と
っ
て
と
同
様
に
、
譲
渡
さ
れ
、
取
得
さ
れ
た
も
の
の
具
体
的
な
同
一
性
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。」

Chazal J.-P. et V
icente S., « Le transfert de propriété par lʼeffet des obligations dans le code civil », R

T
D

 civ. 2000 p. 
477.

同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、 V

. W
ester-O

uisse, « Le transfert de propriété solo consensu : principe ou exception ? », 
R

T
D

 civ. 2013 p. 299.
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資　　　料

こ
の
こ
と
は
、V

. W
ester-O

uisse, op. cit., n° 27

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

C. A
tias, Le transfert conventionnel de propriété im

m
obilière, op. cit., n° 395

：「
移
転
は
、
…
法
的
結
果
の
た
め
の
…
概
念
の

変
性
で
あ
る
。
移
転
は
、
譲
渡
さ
れ
る
権
利
と
取
得
さ
れ
る
権
利
と
の
連
続
性
と
い
う
解
決
を
排
除
し
、
競
合
的
な
所
有
を
確
認
す
る
効
果
を
持

つ
。
こ
の
効
果
は
、
過
渡
期
〔
の
問
題
〕
を
巧
み
に
回
避
す
る
。
意
思
の
合
致
の
効
果
の
み
に
よ
っ
て
所
有
が
移
転
す
る
こ
と
は
、
移
転
〔
と
い

う
観
念
〕
な
し
に
は
理
解
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
移
転
は
、
そ
の
媒
体
で
あ
り
前
提
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

分
析
す
る
こ
と
は
、
合
意
の
力
に
関
す
る
説
明
に
影
響
を
与
え
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
定
法
の
理
解
お
よ
び
解
釈
に
つ
い
て
、
こ
の

性
質
決
定
は
、
重
大
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
そ
の
歴
史
的
な
出
現
は
、
そ
の
学
術
的
な
美
徳
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
」。V

areilles-Som
m

ières, 
La définition et la notion juridique de la propriété, op. cit., n° 87

も
参
照
。

C. A
tias, Le transfert conventionnel de propriété im

m
obilière, op. cit., n° 400

：「
民
法
典
の
定
め
る
移
転
の
日
付
は
、
不
動
産

の
表
見
的
な
支
配
を
保
持
す
る
売
主
の
行
為
か
ら
買
主
を
保
護
す
る
。
し
か
し
、
民
法
典
が
所
有
者
の
変
更
に
与
え
る
表
現
は
、
現
実
か
ら
か
け

離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
が
想
定
す
る
移
転
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
承
継
は
、
過
度
の
体
系
化
の
対
象
と

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」J. P. Chazal, et S. V

icente, « Le transfert de propriété par lʼeffet des obligations dans le code civil », 
R

T
D

 civ. 2000 p. 477 ; V
. W

ester-O
uisse, op. cit., spéc. n° 25

も
参
照
。

Supra n° 282 et s.

財
産
が
取
得
者
に
交
付
さ
れ
た
時
か
ら
、
取
得
者
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
が
、
事
前
に
合
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
限
っ
て
で
あ
る

が
。

商
法
典
Ｌ
．六
二
四
─
一
六
条
。 

Cass. com
. 5 m

ai 2004, n° 01-17.201.

判
例
は
、
そ
こ
か
ら
、
以
下
の
結
果
を
引
き
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
こ
れ
ら
の
財
産

の
引
渡
し
が
倒
産
手
続
の
開
始
前
で
あ
れ
ば
、
債
権
は
開
始
前
債
権
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
債
権
は
、
た
と
え
引
き
渡
さ
れ
た
財
産
に
つ

い
て
所
有
留
保
条
項
が
付
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
弁
済
期
に
支
払
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

F. Pérochon, op. cit., n° 107 et s.
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