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説

}ま

じ

め

論

我
国
に
お
い
て
は
形
式
上
請
負
契
約
以
外
に
不
動
産
建
築
契
約
と
い
う
も
の
を
も
た
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
と
比
較

し
て
み
る
と
、
我
国
の
こ
の
契
約
が
従
来
こ
れ
ら
の
国
で
区
別
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
契
約
を
そ
の
内
に
含
む
よ
り
広
い
概
念
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
と
い
う
の
は
我
国
で
は
土
地
を
不
動
産
建
築
の
主
た
る
材
料
と
み
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
注
文
者
が
建
築
材
料
を
提
供
し
た
場
合

だ
け
で
な
く
、
請
負
人
が
総
て
の
建
築
材
料
を
提
供
し
た
時
に
も
こ
れ
を
請
負
契
約
と
す
る
。
そ
し
て
注
文
者
が
建
築
材
料
の
主
要
な
部
分

を
提
供
し
た
時
に
は
建
物
の
所
有
権
は
そ
の
竣
工
と
同
時
に
注
文
者
に
帰
属
す
る
の
に
対
し
、
請
負
人
が
建
築
材
料
を
提
供
し
た
場
合
に
は

建
物
の
所
有
権
は
ま
ず
請
負
人
に
帰
属
し
、
引
渡
に
よ
っ
て
始
め
て
注
文
者
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
さ
札
幻
。
こ
れ
は
我
国
の
請
負
契
約

が
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
で
は
区
別
さ
れ
て
芳
え
ら
れ
て
い
る
一
旦
作
ら
れ
た
物
の
売
買

(
4
8
8

門

E
5
n
y
g
m
c
s
r
a
p
-
Z
)、

ハ
2
)

を
も
そ
の
内
容
と
し
て
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
以
上
の
通
説
、

製

作

物
供
給
契
約
(
者
向

E
E
m
E括
的
話
ユ
円
高
〉

判
例
の
状
況
に
対
し
て
最
近
主
と
し
て
建
築
請
負
契
約
の
性
質
論
か
ら
、
請
負
人
が
材
料
を
提
供
し
た
場
合
で
も
所
有
権
は
注
文
者
に
帰
属

す
る
と
の
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
始
め
た
。
こ
れ
は
所
有
権
移
転
を
内
包
す
る
請
負
契
約
と
い
う
も
の
を
排
除
す
る
点
で
も
妥
当
な
方
向
へ

と
進
む
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
請
負
人
が
材
料
を
提
供
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
物
の
所
有
権
は
注
文
者
が
取
得
す
る
と
い
う
か
ら
に
は

通
説
、
判
例
が
芳
え
て
き
た
所
有
権
と
は
異
な
っ
た
新
た
な
所
有
権
観
念
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事

に
つ
い
て
有
力
説
に
見
解
の
一
致
が
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
所
有
権
が
い
つ
か
ら
注
文
者
に
帰

属
す
る
か
に
つ
い
て
、
新
し
い
家
屋
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
と
す
る
も
の
(
加
藤
・
民
法
教
室
債
権
編
一
二

O
頁
)
、
完
成
と
同

時
と
す
る
も
の
(
星
野
・
民
法
概
論

W
一
一
六
一
頁
)
、
工
事
の
進
捗
に
従
っ
て
と
す
る
も
の
(
来
栖
・
契
約
法
四
六
七
頁
)
、
な
ど
の
ま
ち
ま
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ち
な
説
明
に
表
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
フ
ラ
ン
ス
で
は
従
来
注
文
者
が
主
た
る
材
料
を
提
供
す
る
場
合
だ
け
が
請
負
で
、
職
人
が
総
て
の
材
料
を
提
供
す
る
時
に
は
一
旦

作
ら
れ
た
も
の
の
売
買
で
あ
る
と
し
、
そ
の
労
務
の
所
有
権
は
そ
れ
が
完
成
し
、
引
渡
を
な
す
時
ま
で
職
人
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最

近
主
と
し
て
集
合
住
宅
に
つ
い
て
の
必
要
か
ら
こ
の
原
則
を
破
る
建
築
予
定
不
動
産
売
買

(
4
8芯

5
5
B
2
z
g
卸

8
5吉
田
町
る
と
い
う

契
約
が
民
法
典
の
内
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
売
主
が
土
地
を
含
め
て
総
て
の
材
料
を
提
供
す
る
時
で
も
買
主
が
そ
の
不
動
産
の
完
成
、
引

渡
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
、
売
主
は
そ
れ
に
つ
き
建
築
義
務
を
負
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
請
負
人

が
総
て
の
材
料
を
提
供
す
る
場
合
の
我
国
の
有
力
説
に
類
似
す
る
が
こ
の
契
約
の
芳
え
方
は
後
述
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
所
有
権
観
念
の
変

遷
を
経
て
始
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
変
遷
の
中
で
こ
の
新
し
い
契
約
が
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
か
を
考
察
す
る
こ

と
に
よ
り
、
我
国
の
有
力
説
の
基
礎
付
け
に
幾
分
か
の
寄
与
を
な
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

フランスの新たな不動産建築契約について

(

1

)

 

〈

2
)

〈

3
)

拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
建
築
請
負
契
約
の
基
本
法
理
」
北
大
法
学
論
集
二
九
巻
三
・
四
合
併
号
三
八
八
頁
以
下
参
照
。

前
掲
拙
稿
三
八
三
頁
以
下
参
照
。

前
掲
拙
稿
三
八
九
頁
参
照
。

所
有
権
と
請
負
の
理
論
の
沿
草

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
我
国
の
請
負
契
約
に
あ
た
る
も
の
は
労
務
賃
貸
借
契
約

Q
0
5
m
m
q
2
4
3ぬ
与
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
既
に
こ
の
芳

え
方
自
体
フ
ラ
ン
ス
に
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
そ
の
所
有
権
観
念
と
の
関
係
を
考
察
す
る
場
合
に
は
り

0
5
?
E
E
Rと
い
っ
た

学
者
が
こ
の
契
約
の
当
事
者
に
与
え
て
い
た
呼
称
と
い
う
も
の
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
学
者
は
注
文
者

(
5阻
害
品
向

O
C
4
3‘
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(
2
)
 

で
請
負
人
が
借
主
(
買

g
g
p
n
oロ
E
2
2る
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
な
さ
れ
る
べ
き

関
与
の
方
が
貸
主

(σ
白

2
2円
-
z
g
g
R
)

論

労
務
た
る
建
物
に
つ
い
て
は
主
た
る
材
料
(
土
地
)
を
提
供
し
た
注
文
者
が
既
に
所
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
注
文
者
は
既
に
自
分
が
所
有
権
者
と
定
ま
っ
て
い
る
労
務
を
請
負
人
に
貸
与
し
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
て
受
領
す
る
関
係
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
建
物
に
つ
い
て
既
に
注
文
者
が
所
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
は
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
所
有
権
が
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
る
権
利
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
方
で
推
測
さ
せ
る
。
し
か
し
同

時
に
他
方
で
土
地
の
上
に
現
に
あ
る
物
と
し
て
の
建
物
に
対
す
る
支
配
権
を
所
有
権
の
内
容
と
芳
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
説
明
も
あ
る
。
そ

れ
は
危
険
負
担
の
説
明
で
、
建
物
が
そ
の
建
築
途
上
に
お
い
て
不
可
抗
力
に
よ
り
滅
失
し
た
場
合
に
は
物
は
所
有
権
者
に
対
し
て
失
な
わ
れ

る
(
H
N
g

官
号
仏
。

E
口。)

(
3
)
 

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
注
文
者
は
既
に
な
さ
れ
た
労
務
に
つ
い
て
の
支
配
権
を
内
容
と
す
る
所
有
権
を
も
つ
こ
と
が
念
頭
に
お

の
原
則
に
よ
り
、
既
に
な
さ
れ
て
い
た
労
務
の
代
価
は
注
文
者
(
貸
主
)
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

か
れ
て
い
る
と
も
芳
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
内
容
を
含
む
所
有
権

2
0自
己
宮
内
材
育
O
匂
丘
公

δ

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
司
c
p
H
R
の
説
明
か
ら
推
測
し
て
み
よ
う
。

「
所
有
権
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
理
由
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
物
が
私
に
固
有
で
あ
り
な

g
官
岳
、
他
の
総
て
の
者
を
排
除
し

て
私
に
帰
属
す
る
権
利
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
所
有
の
権
利

28-Hι
冊
目
肖

O
胃

5
3
が
そ
の
効
果
と
の
関
連
で
考
え
ら
れ
る
時
に
は
、
あ
る
物
を
随
意
に
処
分
す
る

(
4
)
 

定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
他
人
の
権
利
や
法
律
を
犯
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

(
ι
E司
O
曲
。
円
)

権
利
と

こ
の
短
い
記
述
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
所
有
権
と
は
物
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
持
つ
者
に
物
を
専
属
さ
せ
る

性
質
で
あ
る
と
い
う
所
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
そ
し
て
所
有
権
者
が
も
っ
物
の
使
用
、
収
益
、
処
分
を
ま
と
め
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る
処
分

北法31(3-4・1.168)1100 



〈

5
〉

権
は
、
こ
の
専
属
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
効
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
所
有
権
の
本
質
が

物
の
内
に
あ
っ
て
そ
れ
を
排
他
的
に
帰
属
さ
せ
る
性
質
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
権
利
の
一
内
容
と
さ
れ
る
添
附
権

2
5広

あ
る
い
は
そ
れ
に
結
合
し
た
従
物
を
帰
属
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の

門
可
胆
口
n
a
w師
団

F
O
ロ
)

も
物
に
備
わ
っ
た
性
質
で
、
そ
れ
か
ら
生
じ
た
果
実
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
所
有
権
、
添
附
権
の
理
論
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
先
の
労
務
賃
貸
借
契
約
の
芳
え
方
も
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
注
文
者
の
主
物
と
し
て
の
土
地
に
備
わ
る
添
附
権
が
、
既
に
契
約
の
時
か
ら
そ
の
よ
に
従
物
と
し
て
建
つ
建
物
に
つ
い
て
注
文
者
を
所

有
権
者
(
貸
主
)
と
し
、
そ
の
効
果
と
し
て
建
物
が
土
地
に
結
合
し
て
建
て
ら
れ
る
に
従
っ
て
注
文
者
は
そ
の
支
配
権
を
獲
得
し
て
い
く
か

ら
、
途
中
で
不
可
抗
力
に
よ
り
滅
失
し
た
場
合
に
は
そ
の
危
険
負
担
は
注
文
者
が
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

フランスの新たな不動産建築契約について

と
こ
ろ
で
物
を
誰
か
に
帰
属
さ
せ
る
性
質
と
し
て
の
所
有
権
が
物
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
芳
え
ら
れ
て
い
る
聞
は
人
が
物
に
対
し
て
も

つ
支
配
権
は
必
ず
生
ず
る
。
そ
れ
故
司
C
F
-
2
も
所
有
権
を
支
配
権
の
側
か
ら
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
し
、
事
実
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
起

草
者
も
こ
の
姿
勢
を
と
り
つ
づ
け
た
。
し
か
し
一
旦
所
有
権
が
物
を
離
れ
て
独
立
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
そ
れ
は
も
は
や
支
配
権

と
し
て
の
内
容
を
も
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
は
既
に
司
♀
E
R
の
時
代
に
物
の
所
有
権
は
物
の
引
渡
が
な
く
て
も
独
立
に
取
得
し

う
る
と
主
張
し
た
当
時
の
少
数
説
を
み
れ
ば
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
学
説
は
物
の
占
有
に
お
か
れ
る
以
前
に
も
そ
の
所
有
権
は
取
得
し
う

る
と
し
、
そ
の
理
由
は
支
配
権

2
3芹
仏
町
内
山
O
白
色

5
)
と
こ
の
権
利
を
行
使
し
う
る
権
能
と
は
不
可
分
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
と
す

る
。
換
言
す
れ
ば
所
有
権
を
そ
れ
を
行
使
す
る
物
理
的
、
現
実
的
能
力
を
も
含
む
も
の
と
芳
え
る
時
に
は
物
の
引
渡
な
し
に
移
転
す
る
こ
と

は
な
い
が
、
所
有
権
が
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
物
が
誰
か
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
純
粋
に
精
神
的
特
質
公
E
E
-
-
同弘吉
B
B
B
H
B
R丘
町
)
と
し

ハ
6
)

て
の
み
考
え
ら
れ
る
時
に
は
、
引
渡
以
前
に
合
意
の
み
に
よ
っ
て
移
転
す
る
こ
と
に
な
ん
の
妨
げ
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
芳
え
方

は
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
よ
っ
て
と
り
入
れ
ら
れ
た
公
ユ
-
ロ
ω∞
丘
恒
三
・

5
∞
ω)
。

こ
こ
に
お
い
て
所
有
権
は
物
の
支
配
権
と
し
て

北法31(3-4・1.169)1101 



説

の
内
容
を
も
ち
え
ず
、
物
の
観
念
的
使
用
収
益
権
限
を
与
え
る
権
利
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
も
っ
者
に
物
の
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
る
権
利

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

論

以
上
の
所
有
権
観
念
の
変
遷
は
一
挙
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
特
に
ま
だ
所
有
権
を
物
と
不
即
不
離
の
関
係
で
芳
え
て
い
た
立
法
者
と

一
九
世
紀
の
学
説
で
は
依
然
と
し
て
物
の
支
配
権
(
使
用
・
収
益
・
処
分
権
)
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二

O
世
紀
の
学
説
で
は
所

有
権
は
明
確
に
物
を
離
れ
て
独
立
に
観
念
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
所
有
権
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
物
が
あ
る
法
主
体
の
意
思
と
行
為

に
絶
対
的
排
他
的
に
服
従
す
る
権
利
と
定
義
さ
れ
、
民
法
典
の
五
四
四
条
が
所
有
権
を
物
の
使
用
、
収
益
、
処
分
権
と
す
る
の
は
こ
の
権
利

の
一
つ
の
記
述
を
与
え
る
だ
け
で
真
の
定
義
を
与
え
て
い
な
い
と
仁
幻
。
そ
し
て
所
有
権
者
は
そ
の
所
有
権
に
従
っ
て
法
律
行
為
を
な
し
う

る
が
こ
れ
ら
の
法
律
行
為
は
物
に
関
し
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
所
有
権
者
の
権
利
に
関
し
て
行
わ
れ
る
と
し
、
法
律
上
彼
の
権
利
を
処
分

す
る
可
能
性
は
所
有
権
の
属
性
で
は
な
く
総
て
の
物
権
に
共
通
の
譲
渡
性
合

gaz--S
の
性
格
に
よ
る
と
さ
払
討
。
こ
こ
で
は
所
有
権
が

物
と
は
独
立
に
取
引
の
客
体
と
さ
れ
、
そ
れ
が
使
用
収
益
を
な
し
う
る
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
る
権
利
と
芳
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。

次
に
所
有
権
が
支
配
権
と
し
て
の
内
容
を
も
た
な
く
な
る
に
つ
れ
て
請
負
契
約
金
労
務
賃
貸
借
契
約
〉
に
も
変
化
を
生
じ
た
。
す
な
わ
ち

主
た
る
材
料
(
土
地
)
を
提
供
し
た
注
文
者
は
所
有
権
者
で
も
あ
る
が
、
建
築
途
上
に
あ
る
建
物
の
支
配
権
を
取
得
す
る
も
の
と
は
考
え
ら

れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
請
負
人
は
自
己
の
危
険
に
お
い
て
注
文
者
か
ら
独
立
に
労
務
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
注
文
者
が
予
め
取
得
す
る

所
有
権
は
、
そ
れ
を
も
っ
者
に
建
物
の
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
る
権
利
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
だ
請
負
と
一
旦
作
ら
れ
た
物
の

売
買
の
区
別
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
簡
単
に
い
え
ば
一
方
で
請
負
人
が
総
て
の
材
料
を
提
供
し
注
文
さ
れ
た
物
の
完
成
を
引
き
受

け
、
他
方
で
注
文
者
に
は
出
来
あ
が
る
物
に
つ
い
て
そ
の
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
る
所
有
権
が
予
め
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
請
負
契
約
を

認
め
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
建
築
予
定
不
動
産
売
買
契
約
が
民
法
典
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
ま
さ
に
こ
の

北法31(3-4・ト170)1102



よ
う
な
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
出
現
さ
せ
る
に
到
っ
た
直
接
の
原
因
は
集
合
住
宅
の
建
設
の
必
要
と
そ
こ
に
お
け
る

H
M
8
5
0広
三
と
い
う
新
た
な
職
業
者
の
活
動
で
あ
っ
た
。

フランスの新たな不動産建築契約について

〈

1
)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
建
築
請
負
契
約
と
所
有
権
付
」
(
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
・
民
事
、
法
の
諸
問
題

E

掲
載
予
定
)
で
そ
の
一
部
を
考
察
し
た
。
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
り
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
だ
け
を
く
り
返
す
に
と
ど
め
る
。

ハ
2
〉
前
掲
拙
稿
ハ
基
本
法
理
〉
コ
一
九
一
頁
以
下
参
照
。

(

3

)

前
掲
拙
稿
(
基
本
法
理
)
三
九
五
頁
以
下
参
照
。

(
4
〉
同
M
D
安
門
四
ア
、
円
円
色
怠
内
目
白
円
四
円
。
-
H

内回目官門口也氏
A

山
広
・
ロ
。
h
H

・

(

5

)

吋

OE---R-F刊
今
o
x
a
i
-
同
『
曲
ロ
明
白
一
回
曲
巳

S
E
-
6
E
B
品居。。門日開

ZEhvo-hopF
闘切

H∞
HMw
回。∞
ω
・円】・

2
・
に
も
こ
の
事
を
う
か
が
わ

せ
る
興
味
あ
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
物
の
所
有
権

2
o
g即
日
町
内
佐
官
。
司
氏
ご
⑦
を
専
属

Q
g胃
5
3
と
支
配
(
含
自
由
一

5
)
と
に
分
け

る
考
え
方
も
あ
っ
た
と
い
う
。

「
何
人
か
の
学
者
は
支
配
と
専
属
と
に
あ
る
区
別
を
設
け
る
。
物
が
他
の
者
を
排
斥
し
て
某
氏
に
帰
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

物
自
体
の
内
に
観
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
特
質

(AE--H3
を
、
彼
ら
は
専
属
と
い
う
も
の
で
意
味
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
支
配
に
よ
っ
て
は

彼
ら
は
、
我
々
に
帰
属
す
る
物
を
我
々
の
随
意
に
処
分
す
る
権
利
、
す
な
わ
ち
彼
ら
が
専
属
の
効
果
と
み
な
し
て
い
る
権
利
を
い
お
う
と
す
る
。
そ
の

結
果
、
支
配
は
法
主
体
守
白
血
O
ロ
ロ
巾
)
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
専
属
は
物
そ
れ
自
体
に
結
び
あ
わ
さ
れ
る
。
か
く
し
て
支
配
と
専
属
と
は

二
つ
の
相
関
的
な
二
つ
の
用
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
は
処
分
す
る
能
動
的
な
権
利
で
あ
り
、
他
方
は
常
に
物
に
随
伴
し
て
、
そ
れ
を
所
有
権

者
の
支
配
下
に
服
せ
し
め
る
受
動
的
な
特
質
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
の
説
明
か
ら
も
所
有
権
の
本
質
が
、
物
そ
れ
自
体
に
備
わ
る
と
こ
ろ
の
物
を

専
属
さ
せ
る
性
質
と
観
念
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
息
わ
れ
る
。

〈

6
)
M
M
o
p
-四円、

O℃・口
F
口。

N
8
が
の
円
。
江
口
白
や
司
口
同
町
ロ
品
ロ
ユ
の
説
と
し
て
紹
介
す
る
。

(

7

)

〉
己
『
『
可
師
同
河
田
F
門UOE『
印
仏
印
仏
門
o
x
n
-
1
-
『円白
i
H
M
m

色
白
・
け
同
;
戸
也
ω♂
叩
回
申
0
・
司

-NAF叶・

(
8
)
2
8
s
-
2
M
N
J
nュ
・
寸
円
曲
目
仲
小
宮
田
広
告
。
彩
色
叫
o
x
n
Z出
向

g
目
3
2
F
回

L
S
M
-
回
O
N戸田・司・
M
g
-
d『
a
-
f
u
g
-
H
n
E二
仲
田

r
w
p
広
三

百
C
U
叩・同》・

ω由・
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説

集
合
住
宅
建
築
の
発
展

論

本
稿
が
対
象
と
す
る
新
た
な
不
動
産
建
築
契
約
の
創
設
は
、
特
に
大
規
模
な
集
合
住
宅
の
建
設
の
促
進
を
そ
の
直
接
の
目
的
と
し
て
い

る
。
そ
れ
は
こ
の
分
野
で
は
従
来
の
請
負
契
約
、
売
買
契
約
で
は
律
し
き
れ
な
い
特
別
な
技
術
的
需
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

と
い
う
の
は
一
方
請
負
契
約
は
、
注
文
者
に
よ
る
建
物
の
形
態
、
構
造
等
の
詳
し
い
注
文
に
応
じ
て
建
築
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
小
規

模
な
個
人
住
宅
に
は
適
す
る
が
、
複
雑
な
設
計
や
施
工
を
必
要
と
す
る
集
合
住
宅
で
は
将
来
の
そ
の
建
物
の
区
分
所
有
者
た
ち
に
そ
の
よ
う

な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
期
待
す
る
こ
と
は
到
底
無
理
で
あ
る
。
他
方
そ
れ
で
は
誰
か
が
自
分
で
大
規
模
な
集
合
住
宅
を
完
成
さ
せ
て
そ
れ
を
売

買
契
約
に
よ
っ
て
分
売
す
る
方
法
を
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
者
が
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
莫
大
な
資
金
力
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
不
都
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
将
来
の
区
分
所
有
権
者
の
資
金
を
導
入
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
者
の
た
め
に
技
術
者
た

ち
を
し
て
建
設
を
な
さ
し
め
る
也
5
5
0
g
R
と
い
わ
れ
る
専
門
的
職
業
と
、
そ
の
活
動
を
規
律
す
る
新
た
な
契
約
が
生
じ
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。
そ
れ
故
こ
こ
で
有
益
な
も
の
と
し
て
職
業
上
の
存
在
を
承
認
さ
れ
て
き
た
匂
5
5
0
8
R
の
定
義
と
も
な
る
べ
き
中
心
的
活
動
は
、
住
居

を
求
め
る
者
と
建
築
技
術
者
と
の
や
仲
的
併
が
い
ハ

(
5
5
5
b
E
B
E
g
s
-
A
5
)
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
む
。
確
か
に

3
5
0
8
5
は、

こ
の
活
動
の
為
に
建
築
士
、
請
負
人
、
そ
の
他
の
技
師
を
選
定
し
、
そ
の
不
動
産
事
業
の
技
術
的
組
織
を
準
備
し
た
り
、
財
源
を
探
し
あ
て

で
き
た
り
す
る
任
務
を
負
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
任
務
は
彼
が
お
か
れ
て
い
る
経
済
的
立
場
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ

り
、
一
定
の
評
価
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
法
的
地
位
を
形
作
る
ほ
ど
の
統
一
は
に
ゆ
。
む
し
ろ
一
定
の
法
的
地
位
を
も
た
ず
、
場
合
場
合
に
即

応
し
た
仲
介
入
と
し
て
の
経
済
的
職
務
か
ら
定
義
さ
れ
る
の
が
よ
り
現
実
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
久
。

こ
の
匂
円
0
5
0
8
R
の
出
現
を
促
す
大
規
模
な
集
合
住
宅
建
設
の
必
要
性
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
や
は
り
相
次
ぐ
世
界
大
戦
で
あ
っ
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た
。
既
に
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
破
壊
が
住
居
の
需
要
と
供
給
と
に
深
刻
な
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
政
府
が
と
っ
た

家
賃
の
低
水
準
で
の
統
制
は
当
時
の
慢
性
的
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ
ン
と
相
ま
っ
て
資
本
を
賃
貸
家
屋
建
設
の
分
野
か
ら
ひ
き
あ
げ
さ
せ
る
結
果

と
な
り
、
住
宅
の
危
機
は
増
大
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
賃
借
に
よ
っ
て
は
住
め
な
く
な
っ
た
多
く
の
人
々
が
家
を
建
て
る
こ

と
を
決
意
し
た
が
都
市
に
お
け
る
地
価
の
高
騰
は
二
戸
建
て
住
宅
の
実
現
を
不
可
能
と
し
、
こ
の
困
難
を
解
決
し
た
の
が
な
に
よ
り
も
建
築

(
4〉

費
用
、
維
持
費
用
が
少
な
く
て
す
む
区
分
所
有
に
お
け
る
建
築
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
一
九
二

0
年
代
以
降
は
全
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
都
市
住
民
は
共
同
の
費
用
で
集
合
住
宅
の
建
築
の
た
め
に
集
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
絶
え
ず
複
雑
に
な
っ
て
い
く
事
業
に
は

将
来
の
区
分
所
有
権
者
の
一
人
で
最
も
建
築
に
つ
い
て
の
能
力
が
あ
り
、
余
暇
を
も
持
っ
て
い
る
人
が
そ
の
事
業
の
組
織
化
守
門
官

g
g・

2
0与
を
引
き
受
け
る
方
が
よ
い
と
い
う
事
態
が
現
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
人
物
は
既
に
℃
8
5
0芯
日
に
類
似
す
る
が
、
更
に
専
門
化
が
進
む
に

プランスの新たな不動産建築契約について

つ
れ
て
あ
る
土
地
を
探
し
て
き
で
将
来
の
区
分
所
有
権
者
た
ち
を
集
め
、
こ
れ
ら
の
者
の
計
算
で
不
動
産
を
実
現
す
る
こ
と
を
芳
え
る
者
が

現
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
だ
そ
の
名
で
呼
ば
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
℃
3
5。
丹
市
己
円
で
あ
る
。
た
だ
彼
ら
は
将
来
の
区
分
所
有
権
者
の
受

任
者
又
は
代
理
人
と
し
て
報
酬
を
え
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
(
胃
2
S
E
B∞
舟
∞
R
i
n
g〉

活
動
は
第
二
次
大
戦
の
前
夜
ま
で
真
の
職
業
に
属
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

と
し
て
仲
介
す
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
の

住
宅
危
機
は
第
二
次
大
戦
の
破
壊
に
よ
り
頂
点
に
達
し
、
立
法
者
は
こ
れ
に
対
し
て
有
名
な
一
九
四
八
年
九
月
一
日
の
法
律
に
よ
っ
て
こ

の
日
に
存
在
し
て
い
る
不
動
産
の
家
賃
だ
け
を
統
制
し
、
逆
に
将
来
の
不
動
産
に
つ
い
て
は
当
事
者
が
自
由
に
賃
貸
借
の
代
価
を
決
定
し
う

る
こ
と
と
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
賃
貸
用
建
築
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
処
置
を
と
っ
た
。
し
か
し
こ
の
立
法
者
の
意
図
に
反
し
て
そ
の
後
に

〈

5
a〉

め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
た
の
は
区
分
所
有
権
を

2
8
3。
ロ
に
よ
り
取
得
す
る
為
の
建
築
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
容
易
に
説
明
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
存
在
し
て
い
る
不
動
産
は
既
に
ふ
さ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
住
居
を
求
め
る
者
は
新
築
の
不
動
産
に
住
む
以
外
に
手

段
が
な
い
が
、
借
家
人
と
し
て
新
築
の
不
動
産
に
入
居
す
る
と
き
は
統
制
さ
れ
て
い
な
い
高
い
家
賃
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
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説

な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
毎
月
高
い
家
賃
を
支
払
う
よ
り
は
、
資
金
を
借
入
れ
て
宅
宮
ユ

g百
三
を
購
入
し
、
そ
の
債
務
を
長
期
に
わ
た
っ
て

論

返
済
す
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
多
く
の
人
々
を
し
て
こ
の
道
に
進
ま
せ
た
の
が
一
九
五

O
年
以
後
の
不
動
産
信
用
の
発
展
、
と
り

(
6
)
 

わ
け
政
府
の
低
利
率
の
特
別
融
資
制
度
と
そ
の
数
年
後
か
ら
始
ま
っ
た
経
済
発
展
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
不
動
産
は
商
品

化

合

0
5
5
2巳
丘
町
三

g
S
の
為
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
種
の
事
業
が
利
益
に
な
る
も
の
と
し
て
商
業
資
本
合
目
立
押
さ
凶
円
田
町
a

(
7
)
 

P
町
市
与
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
又
℃
3
5
0
g日
の
職
業
も
こ
の
建
築
の
発
展
と
共
に
一
九
五

0
年
代
に
登
場
し
、
資
本
の
大
規

(
8
)
 

模
な
供
給
と
住
居
に
対
す
る
大
き
な
需
要
と
を
調
整
す
る
特
別
な
仲
介
者
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
フ
ラ
ン
ス
の
法
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
の
仲
介
の
役
割
を
果
た
す
官
0
5
0窓
口
『
に
ど
の
よ
う
な
法
形
式
を
与
え
る
べ
き
か
に

つ
い
て
い
く
つ
か
の
試
行
錯
誤
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
原
因
は
匂

g
s
o
Z
R
が
そ
の
事
業
の
執
行
を
外
部
的
資
本
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
資
本
は
金
融
機
関
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
又
前
述
の
よ
う
に

2
2骨
ロ
ス

E
S
E
-
oロ

に
よ
り
所
有
権
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
)
が
建
築
途
上
に
お
い
て
な
す
支
払
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
る
。
従
っ
て

2
2仏
伊
豆
は

HV3
・

5
o
g
R
が
不
動
産
を
完
成
さ
せ
る
に
到
ら
な
い
時
に
は
賦
払
金
守
口
O
B立
2
)
を
失
な
う
危
険
を
負
っ
て
い
る
し
、
不
動
産
が
完
成
さ
れ

は
し
た
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
特
性
を
表
わ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
も
心
配
さ
れ
る
。
そ
こ
で
一
方

R
R含
己
を
事
業
資
金
に
参
加
さ
せ
な
が

ら
、
同
時
に
彼
の
負
う
危
険
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
法
形
式
が
介
在
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は

2
2
E
E

の
安
全
も
大
切
で
あ
る
が
、
逆
に
資
本
を
不
動
産
部
門
か
ら
引
き
揚
げ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
束
縛
の
負
担
に
よ
っ
て
℃
5
5
0
8ロ
『
の

(
9
)
 

活
動
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
困
難
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

(

1

)

7

角田口ロ〈
E
L
2
』目白

g
n
u
g広
島
町
宮
司
『
OBotoロ
即
日
Boz-一命
P
H
Sタ
ロ
S
H
Z
E
Z・
官
官

-HAW神田口一
4
・

パ

2
)

甘『
O
B
O
R
E吋
に
法
的
定
義
を
与
え
る
も
の
も
あ
る

(ω
丘
三
・
〉

E
q・
0
8昨
仏
O
F
8
5可ロロ巴
D
P
5
3・
H
Y
ω
o
u
-
-

し
か
し
売
主
と
か
請
負

人
の
よ
う
な
独
立
の
法
的
地
位
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
し
、
又
法
的
平
面
に
直
接
現
わ
れ
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
あ
る
か
ら
む
し
ろ
一
定
の
地
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フランスの新たな不動産建築契約について

位
を
も
た
な
い
仲
介
者
と
い
う
の
が
彼
の
本
来
の
任
務
と
し
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(

3

)

玄
包
5
〈

E
ι
2
』
2
S
F
O匂・

2HJ
口
。
?
℃
・
印
・

(4〉

F
向
釦
民
国
〈

E
E
門目。仲』自由
Rwhw-D司
-nHア
目
。
HH-
唱

-Hω
・

(
5
)
F
E
ω
m
w
S
?と
白
弓
-
D司

nx-
唱

-NE・
も
第
一
次
大
戦
後
か
ら
請
負
人
守
口
可
右
足
ロ

E
与
が
彼
ら
の
回
有
の
活
動
を
越
え
て
土
地
を
探
し
て
き

て
そ
れ
を
住
居
を
求
め
て
い
る
人
達
に
買
わ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
白
か
ら
購
入
し
て
こ
れ
ら
の
人
に
再
売
却
し
、
次
に
受
任
者
の
地
位
に
お
い
て
諸
々

の
建
築
上
の
取
引
を
締
結
す
る
な
ど
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
こ
と
が
の
『
B
o
z
o
-
F吋
o
p
問
。
口
口
町
田
な
ど
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
o

(
5
a
)

前
述
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
所
有
権
は
今
日
物
を
離
れ
て
観
念
さ
れ
て
い
る
か
ら
将
来
の
物
公

E
B
F
2
3〉
の
そ
れ
を
も
予
め
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
取
得
の
仕
方
が
ま
さ
に

2
8
g芯
ロ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
請
負
契
約
は
こ
れ
に
よ
る
所
有
権
取
得
で
あ
る
点
で
既
に
存

在
し
て
い
る
物
の
所
有
権
を
譲
り
受
け
る
通
常
の
売
買
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
こ
こ
で
も
将
来
の
不
動
産
の
一
部
の
所
有
権
を
予

め
取
得
さ
せ
る
集
合
住
宅
建
築
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

(
6
)
ζ
と
E
g
E
m
H
』町田門
S
・

a-ロ
XJ
ロ
O
H
M
-
3
広
1
5・

(
7
)
F
E・

(

8

)

冨田
-
z
s
E
m
H
』白血

g
N・
0
旬・

2
4
ロ
0

5

3
・
H印
1
5・
∞
笹
口
寸
〉
芯
弓
・
0
司

-nFHLY母
子

(

9

)

室
長

5
2品
開
同
』
g
S
F
O
H
M
-
n
F仲・ロ
O
H
P
3・コ
1
5・

四

集
合
住
宅
建
築
の
法
形
式
の
変
遷

集
合
住
宅
建
設
の
発
展
に
伴
な
っ
て
、
同
氏
。
目
。
克
己
の
活
動
に
与
え
ら
れ
て
き
た
法
形
式
の
変
遷
を
芳
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
何
よ
り
も

最
近
の
所
有
権
観
念
の
影
響
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
物
を
誰
か
に
帰
属
さ
せ
る
性
質
と
し
て
の
所
有
権
が
、
物

に
固
有
の
も
の
と
し
て
そ
れ
と
一
緒
に
観
念
さ
れ
て
い
た
聞
は
所
有
権
は
所
有
権
者
(
支
配
者
)
が
誰
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
人
と
物

と
の
直
接
の
支
配
権
関
係
を
創
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
こ
の
同
じ
所
有
権
が
最
近
の
よ
う
に
物
を
離
れ
て
独
立
し
た
存
在

北法31(3-4・1.175)1107 



説

を
承
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
所
有
権
が
、
特
定
の
法
主
体
を
定
め
て
そ
こ
に
帰
属
し
つ
づ
け
る

物
の
一
性
質
と
し
て
の
拘
束
を
突
き
破
り
、
人
と
物
と
の
関
係
を
媒
介
す
る
そ
れ
自
体
独
立
の
技
術
概
念
と
し
て
の
法
的
価
値
を
認
め
ら
れ

論

た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
物
を
誰
か
に
帰
属
さ
せ
る
性
質
と
い
う
本
質
か
ら
生
ず
る
所
有
権
の
内
容
は
、
そ
れ
を

も
っ
人
に
物
の
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
る
権
利
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
所
有
権
は
そ
れ
自
体
が
法
律
上
の
財
産
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
所
有
権
観
念
の
変
更
は
、
同
時
に
所
有
権
者
の
地
位
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
も
変
更
を
余
儀
な
く
す
る
。
す
な
わ
ち
所
有
権
が
物

に
固
有
な
一
性
質
と
芳
え
ら
れ
て
い
る
時
に
は
所
有
権
者
の
地
位
は
そ
の
物
の
支
配
者
(
虫
色
可
巾
)
た
る
法
主
体
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
所
有
権
が
、
そ
れ
を
持
つ
人
に
物
の
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
る
権
利
と
し
て
独
立
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
所
有
権
者
の
地
位
は
こ
の
所
有
権
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
、
そ
れ
を
持
つ
人
が
所
有
権
者
と
呼
ば
れ
る
の
は
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
て

く
れ
る
権
利
の
正
当
名
義
人
公
広
三
巴
足
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
べ
・
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
た
と
え

て
い
え
ば
株
主
の
地
位
が
株
式
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
所
有
権
者
の
地
位
と
そ
れ
を
表
象
す
る
所
有
権
が
数
量
的
に
観
念
さ
れ
る

可
能
性
を
備
え
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
可
能
性
は
今
日
ま
で
く
り
返
さ
れ
て
き
た
集
合
住
宅
建
設
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
法
形
式
の

探
究
に
お
い
て
次
に
見
る
如
く
十
分
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
将
来
の
区
分
所
有
を
予
定
さ
れ
る
集
合
住
宅
建
設
の
分

野
で
は
、
特
に
所
有
権
者
の
地
位
が
特
定
の
法
主
体
を
離
れ
て
所
有
権
の
内
に
体
現
さ
れ
、
む
し
ろ
法
主
体
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
対
象
と

し
て
浮
動
的
に
芳
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
又
そ
の
帰
属
は
あ
る
程
度
人
為
的
、
技
術
的
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る。
安
0
5
0
同
町
三
が
介
入
す
る
集
合
住
宅
建
設
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
法
形
式
の
探
究
は
、
現
在
の
立
法
上
の
措
置
を
み
る
ま
で
ほ
ぼ
三
つ
の
段

階
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
第
二
次
大
戦
以
前
の
胃
o
g
o
g日
の
揺
藍
期
と
い
っ
て
よ
い
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
最
初
は
私

人
の
た
め
に
役
立
ち
、
後
に
今
日
の
匂
8
5
。g
c『
の
先
駆
者
が
若
干
の
変
更
と
共
に
使
い
始
め
た
グ
ル
ノ

i
ブ
ル
方
式
(
日
公
宮
号
母
の
?
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と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
原
型
は
概
ね
次
の
五
つ
の
経
過
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
一
見
。
付
、
将
来
の
区
分
所
有
権
者
が

彼
ら
の
内
の
誰
か
一
人
を
し
て
土
地
を
購
入
さ
せ
る
。
円
円
、
土
地
の
取
得
者
が
彼
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
そ
の
割
合
的
単
位
群

(E-E附

B
刊
〉
を

叩ロ
oσ-m一)

譲
渡
す
る
。
∞
、
共
有
者
の
一
人
が
諸
々
の
請
負
(
自
白

B
Z与
を
締
結
し
、
そ
の
履
行
を
監
督
す
る
委
任
を
受
け
る
。
帥
、
共
有
者
は

R
2
2
5ロ
の
働
き
に
よ
っ
て
建
築
に
比
例
し
て
建
物
に
対
し
て
も
同
様
に
共
有
に
お
い
て
所
有
権
を
取
得
す
る
。
}
旦
不
動
産
が
完

(Ii.) 

成
す
る
と
、
共
有
者
は
現
物
で
の
分
割
、
す
な
わ
ち
若
宮
『
Z
B
m
E
に
よ
る
分
割
を
な
し
、
そ
の
結
果
共
有
は
区
分
所
有
に
替
わ
る
。
こ
こ

で
は
既
に
こ
の
第
一
の
段
階
に
お
い
て
、
建
物
の
所
有
権
が
建
築
に
比
例
し
て
将
来
の
区
分
所
有
権
者
の
共
有
状
態
の
中
に
入
っ
て
い
く
と

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
建
物
の
所
有
権
者
の
地
位
が
、
こ
の
建
物
は
誰
々
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に

特
定
の
法
主
体
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
確
定
し
た
正
当
名
義
人

(HEM-色
町
叩
)
を
も
た
な
い
状
態
の
所
有
権
の
内
に
体
現
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
既
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

フランスの新たな不動産建築契約について

と
も
か
く
も
こ
の
方
式
は
ま
だ
不
完
全
な
℃
8
5
0
g
R
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
。

同
】
円

O
S
O
S
R
は
土
地
を
取
得
し
て
そ
の
割
合

的
単
位
群
を
譲
渡
し
、
建
築
の
実
現
の
た
め
に
有
償
の
委
任

(
5
8門

E
g
g
-⑦
を
与
え
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
者

守吋
g
s
E
Z
骨

2
2
k
g
)
の
役
割
を
果
た
い
ぱ
。
し
か
し
以
上
の
説
明
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
グ
ル
ノ

I
プ
ル
方
式
は
共
同
費
用
に
よ

る
建
築
の
た
め
の
技
術
で
あ
り
、
そ
れ
は
住
居
の
商
品
化
合
O
B
B
R
n
E
F由主
5
ろ
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
方
式

は
二
つ
の
不
都
合
を
表
わ
し
た
。
一
つ
は
総
て
の
共
有
に
適
用
さ
れ
る
全
員
一
致
の
原
則
に
あ
り
、
他
の
一
つ
は
共
有
持
分
を
対
象
と
す
る

抵
当
権
を
承
認
す
る
の
を
渋
る
銀
行
か
ら
信
用
を
得
る
こ
と
の
困
難
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
共
有
の
不
都
合
を
避
け
る
た
め
に
実
務
家
は
組

合
(
回

2
5
3
の
技
術
の
方
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
ま
ず
組
合
の
設
立
は
全
員
一
致
の
原
則
を
排
除
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
し
、
更
に
又
組

合
自
身
が
出
資
さ
れ
た
土
地
に
抵
当
権
を
付
し
て
資
金
を
借
り
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
も
は
や
委
任
は
必
要

と
は
き
れ
ず
、
組
合
の
業
務
執
行
者
釘
今
回
己
〉
が
多
数
の
決
定
に
従
っ
て
組
合
の
名
で
取
引
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
建
築
の
完

北法31(3-4・I.177)1109 



説

成
後
は
組
合
は
解
散
さ
れ
、
不
動
産
は
現
物
に
よ
る
分
割
、
す
な
わ
ち
割
当
部
分
に
よ
る
(
宮
ニ
o
g〉
分
割
の
対
象
と
な
る
。
こ
れ
が
時
に

パ
リ
方
式

(
B
E
o骨
骨

3
5
)
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
払
砧
o

だ
が
こ
の
方
式
に
も
重
大
な
障
害
が
現
わ
れ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
は
組
合

い
か
な
る
利
益
も
実
現
せ
ず
、
割
当
部
分
。
。
門
田
)
の
最
終
的
分
配
も
こ

主主ι
回周

の
役
割
は
組
合
員
の
資
本
を
不
動
産
に
変
え
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
、

の
点
で
は
資
本
そ
の
も
の
の
分
割
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
組
合
が
無
効
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
組
合
の
形
式
は

全
員
一
致
の
原
則
を
完
全
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
般
法
は
多
数
に
よ
っ
て
組
合
員
の
義
務
を
増
加
す
る
の
を
禁
じ
て
い
る
。

(
5
)
 

そ
の
結
果
建
築
費
用
が
予
定
を
上
回
る
と
い
う
よ
く
お
こ
る
場
合
に
も
全
員
一
致
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
障
害
が
あ
る
。

以
上
の
障
害
は
一
九
三
八
年
六
月
二
八
日
の
法
律
が
利
益
が
な
く
て
も
組
合
を
有
効
と
し
、
更
に
補
充
的
出
資
に
訴
え
る
こ
と
を
許
す
こ

と
に
よ
り
取
り
除
か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
立
法
者
は
、
そ
の
目
的
が
完
成
の
後
に
組
合
員
の
区
分
所
有
と
な
る
た
め
の
不
動
産
を
建
築
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
新
た
な
タ
イ
プ
の
組
合
を
創
設
し
た
。
こ
の
組
合
は
共
同
建
築
の
手
段
と
し
て
予
定
さ
れ
、
お
互
い
に
面
識
が

〈

6
〉

あ
り
住
居
問
題
を
一
緒
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
そ
こ
で
立
法
者
は
私
人
の
建
築
を

(
7〉

促
が
す
た
め
に
最
低
限
の
強
行
規
定
を
お
く
に
と
ど
め
た
。
こ
の
自
由
主
義
が
後
に
℃
5
5
0
g号
に
よ
っ
て
有
利
に
用
い
ら
れ
、

R
n
E
g
z

に
不
利
な
も
の
に
転
ず
る
こ
と
は
こ
の
時
点
で
は
予
測
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
こ
の
時
期
に
は
胃
0
5
0
8
5
は
そ
の
数
も
少
な
く
、

又
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
(
官
E
g
g
-『
何
骨

8
2
w
g
)
と
し
て
む
し
ろ
控
え
目
な
仕
方
で
介
入
し
た
。
す
な
わ
ち
胃
O
B。
芯
日
は
土
地
を
取

得
し
、
次
に
将
来
の
区
分
所
有
権
者
を
組
合
に
結
合
さ
せ
て
そ
こ
に
土
地
を
譲
渡
し
、
更
に
そ
の
有
償
の
業
務
執
行
者
(
な
円

B
H
S
F門
広

)

に
指
名
し
て
も
ら
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
子
続
は

2
2骨
三
回
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
危
険
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
ま

だ
組
合
が
共
同
建
築
の
技
術
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
℃
3
5。
g
R
が
こ
れ
を

2
2
E
E∞
に
と
っ
て
危
険
な
し

(
8〉

と
し
な
い
商
品
化
合
O
B
5
2巳
巳
包
巴
t
cロ
)
の
手
段
へ
と
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
次
の
第
二
次
大
戦
以
後
の
時
期
に
属
す
る
。

M
V
H
O
B
O
R
R
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
形
式
の
探
究
の
第
二
段
階
は
、
従
来
の
補
助
的
な
役
割
を
脱
し
て
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
よ
う
と
す
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る
勺
『
o
g
o仲
町
民
自
身
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
。
こ
れ
を
別
な
観
点
か
ら
い
え
ば
こ
の
時
期
は
、

Y
0
5
0広
三
が
白
か
ら
の
活
動
に
と
っ
て
は

最
も
適
合
し
て
い
る
が
住
居
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
は
危
険
の
多
い
法
手
段
を
用
い
た
時
で
あ
り
、
ほ
ぼ
第
二
次
大
戦
後
の
復
興
期
た
る
一

ハ
9
V

九
五

O
年
以
後
で

2
2
Eロ
神
田
の
保
護
の
た
め
の
有
効
な
立
法
的
措
置
が
と
ら
れ
始
め
た
一
九
六
七
年
ま
で
に
あ
た
っ
て
い
る
。
従
来
一
九

三
八
年
法
の
下
で
将
来
の
区
分
所
有
権
者
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
組
合
の
法
形
式
は
一
種
の
相
互
扶
助
で
あ
り
資
本
主
義
的
道
具
と
し
て
は
不

向
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
将
来
の
区
分
所
有
権
者
会
員
が
集
ま
る
の
を
匂
8
5
0
8
2
が
ま
っ
て
い
た
の
で
は
建
築
は
遅
れ
て
し

ま
う
し
、
第
一
こ
の
利
益
を
実
現
す
る
に
不
適
切
な
組
合
に
は
資
本
主
義
的
匂
8
5
0円

2
『
、
更
に
よ
り
一
般
的
に
潜
在
的
投
資
家
た
ち
も
無

関
心
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
不
都
合
を
解
決
す
る
為
に
は
、
組
合
の
持
分
守
R
Z
)
あ
る
い
は
株
式
合
2
5ロ
回
)
が
相
応
す
る
居
室

G
o
g
-
)

を
付
与
さ

フランスの新たな不動産建築契約について

れ
る
権
利
を
授
け
、
又
以
上
の
諸
条
件
の
下
で
こ
れ
ら
の
譲
渡
は
経
済
的
側
面
に
お
い
て
割
当
部
分
。
。
。
の
売
買
に
相
当
す
る
と
い
う
こ

と
を
規
則
と
し
て
遵
守
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
解
決
を
可
能
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
土
地
の
取
得

の
時
か
ら
融
資
家
公
広
告
ロ
芯
る
と
喝
さ
5
0門
町
三
自
身
と
の
み
を
組
合
員
と
し
て
組
合
を
設
立
し
、
後
者
は
不
動
産
の
実
現
を
な
す
の
と
同

時
に
顧
客
の
探
究
を
行
な
う
。
取
得
者
が
現
れ
る
に
つ
れ
て
持
分
が
彼
ら
に
譲
渡
さ
れ
る
。
最
初
の
組
合
員
は
こ
の
際
に
、
組
合
自
身
は
い

(m) 

か
な
る
利
益
も
実
現
し
て
は
い
な
い
が
利
益
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
方
法
は
官
O
B
o
g去
に
二
つ
の
利
点
を
与
え
る
。
第
一
は
将
来
の
区
分
所
有
権
者
は
建
築
の
資
本
支
出
に
は
参
加
さ
せ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
彼
ら
が
組
合
に
加
入
し
た
日
か
ら
出
資
の
決
済
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
切
8
5
0
8
5円
は

減
縮
さ
れ
た
資
本
で
事
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
は
彼
ら
は
事
業
計
画
な
ど
の
基
本
的
決
定
に
は
参
加
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
非
常
に
少
な
い
発
起
人
が
こ
れ
ら
の
点
を
彼
ら
の
商
業
的
利
益
を
芳
慮
し
て
取
り
決
め
、
次
に
決
定
案
を

と
投
資
家
は
組
合
を
商
品
化
の
技
術
に
変
え
た
の
で
札
予
し
か
し
こ
の
方

履
行
の
途
中
で
大
衆
に
提
示
す
る
。
こ
う
し
て

H
U
B
B
O
R
R
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説

の
保
護
を
そ
の
内
に
含
ん
で

法
は
当
然
そ
の
反
面
に
お
い
て
悪
質
な
、
あ
る
い
は
単
に
無
能
な
胃
0
5
0
5号
の
企
て
か
ら
の

R
B骨
豆
田

論

い
な
い
と
い
う
不
都
合
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
単
純
に
住
居
を
取
得
す
る
こ
と
を
意
図
し
い
わ
ば
そ
れ
の
消
費
者
で
あ
る
顧

(ロ)

客
を
、
そ
の
生
産
体
系
の
中
に
こ
の
体
系
が
含
む
総
て
の
危
険
と
共
に
採
り
入
れ
る
こ
と
の
不
都
合
で
も
あ
る
。
そ
の
事
は
例
え
ば
不
動
産

建
築
の
技
能
を
も
た
な
い
顧
客
が
、
労
務
の
進
行
度
に
相
当
し
な
い
金
額
で
持
分
を
譲
り
受
け
て
組
合
員
と
さ
れ
、
以
後
の
不
動
産
完
成
ま

(
日
)

で
の
配
慮
を
総
て
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
に
行
な
わ
れ
た
ケ
l
ス
を
芳
え
れ
ば
納
得
が
い
く
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
立
法
者

は
、
単
に
住
居
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
者
を
不
動
産
事
業
の
内
に
と
り
こ
む
こ
と
な
く
そ
れ
が
も
っ
危
険
か
ら
免
れ
さ
せ
う
る
唯
一

の
法
形
式
は
将
来
の
物

(
n
F
0
8
P
Z
B
)
の
売
買
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
次
に
述
べ
る
一
九
六
七
年
一
月
三
日
の
法
律

は
従
来
民
法
典
に
は
な
か
っ
た
こ
の
将
来
の
物
の
売
買
に
特
別
な
規
定
を
創
設
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

1

)

三副】~ロ
g
E
R
守
的
円
白

N
-
o
u
n
F
口。

HF
司

-H
∞・

(
2
)
ζ
曲目
E
S
E
a
T印
g
p
o
-
y
n
X
J
Z
5・司

5
・

ω回目白骨〉
F
ミ・

0同y
n一

件

増

田

)
ω
E・
に
よ
る
と
請
負
人
守
口
可

4
3ロ
2
4
が
建
築
の
委
任

を
う
け
て
官
0
5
0芯
日
と
な
る
場
合
が
最
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

(

3

)

沼恒
-E4回
出
品
開
門
』
g
g
N・
0司
-nXJ
ロ
OHm-
匂・

5
・

(

4

)

Y

角田
-
E
S
E
2
』g
g
N・
0司
nXJ
ロ。

5
・
H)・5
2
2
Z・

(
5
)
-
z
ι
・

(
6
)
ω
白
山
口
ゲ
〉
目
白
弓
・
0
同y
n同

H
-

官・叫に・

(
7
〉
ζ
同
町
ロ
〈
E
L
2
』巾凹
S
N
W
O℃

n-f
ロ
ニ
由
、
同
y
N
0
・

(
8
〉同『日仏・

ハ
9

)

Y

向白】
E
S
Z
L
2
』叩伯仲白
N-OHM-
巳
F
-

ロ
O
M
P
℃

-E-

(
叩

)

ζ
回
目
ロ
〈
但
ロ
門
目
立
す
田
神
白
N-OHM-zf
ロ
。
ミ
・
司
-NH・
ω田町三
i

〉】由同日〉。司
-
n
F
H
M
M
E
-

(日
)

P

A

白
-5〈白
E

2

T
白神田
N・。唱
-
n
F
ロ
。
ミ
・
同
YMN・
将
来
の
区
分
所
有
権
者
に
よ
る
直
接
の
設
立
の
場
合
は
き
わ
め
て
ま
れ
に
な
っ
た
と
さ
れ
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る。

〈

辺

〉

(

臼

〉

∞
曲
目
ロ
寸
〉
]
白
ミ
・
。
℃
-
n
X
J
司・

ωH印・

室
長
ロ

S
E
2
』
町
田
宮
崎
掴

8
・

n
F
ロ
ニ
∞
-
司
-
N
N
・

五

建
築
予
定
不
動
産
売
買
契
約
の
内
容

フランスの新たな不動産建築契約について

起
草
者
は
、
注
文
者
が
主
た
る
材
料
を
提
供
す
る
時
に
は
そ
の
契
約
は
請
負
で
あ
り
注
文

者
は
目
2
2包
O
ロ
(
添
附
)
に
よ
り
労
務
の
所
有
権
を
取
得
す
る
の
に
対
し
、
請
負
人
(
職
人
)
が
材
料
を
提
供
す
る
時
に
は
一
旦
作
ら
れ

た
物
の
売
買
で
あ
り
、
労
務
の
所
有
権
は
そ
の
完
成
と
引
渡
の
申
出
を
な
す
時
ま
で
請
負
人
(
職
人
〉
に
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ
れ
故
こ
の

後
者
の
場
合
に
労
務
の
完
成
以
前
に
そ
の
所
有
権
を
国
2
2位
。
ロ
に
よ
り
取
得
さ
せ
る
契
約
の
存
在
は
芳
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
六

七
年
一
月
三
日
の
法
律
が
建
築
予
定
不
動
産
の
売
買

(48gι
・5
S
E
E
m回

mwgロ
2
E町
刊
)
と
し
て
規
定
し
た
も
の
は
そ
の
内
容
か
ら
み

先
に
も
述
べ
た
通
り
民
法
典
(
凸
O

号
丘
4
5

て
こ
の
新
し
い
契
約
類
型
を
付
け
加
え
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
一
般
的
な
も
の
と
し
て
民
法
典
に
挿
入
さ
れ
た
規
定
に
よ
っ
て

そ
の
概
略
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
こ
の
契
約
は
通
常
の
売
買
や
請
負
契
約

Q
o
g
m巾
円

2
4
g関
与
と
比
較
し
て
ど
こ
に
本
質
的
特
徴
が
あ
る
か
。
そ
れ
は
契
約
締
結

の
際
の
売
却
客
体
の
不
存
在
と
、
こ
の
客
体
の
実
現
が
債
務
者
の
活
動
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
定
義
条
文

も
売
主
の
義
務
を
強
調
す
る
。

一六
O
一
条
の
一
第
一
項
A
建
築
予
定
不
動
産
売
買
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
売
主
が
契
約
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
あ
る
不
動
産
を
建
築
す
る
義
務
を

負
う
売
買
で
あ
る

ov
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説

こ
こ
で
い
う
不
動
産
に
は
当
然
そ
れ
が
特
定
性
を
も
長
か
ら
不
動
産
の
一
部
の
場
合
を
お
。
こ
の
条
文
か
ら
は
通
常
の
不
動
産
売
買

会

g
R
丘
公

8
5
2口
〉
と
の
区
別
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
完
成
後
の
不
動
産
の
所
有
権
移
転
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
建
築
予
定
不
動
産
売
買
は
不
動
産
の
完
成
前
に
介
在
し
売
主
の
建
築
義
務
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
。

5命

と
こ
ろ
で
建
築
予
定
不
動
産
売
買
に
は
こ
つ
の
形
態
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
完
成
の
未
到
来
状
態
に
お
け
る
売
買

(
4
8芯

g

丘
三
時
三
日
門

Fnr附
5
5
8同
)
と
期
限
付
売
買
(
〈
g
H
m
m
ニ
2
5る
で
あ
る
(
由
ユ
H
O
C
H
-
ゲ
巳
ロ
-
M
・
)
。
こ
の
両
者
で
は
所
有
権
移
転
と
当

事
者
の
負
う
義
務
の
態
様
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一六
O
一
条
の
三
入
完
成
の
未
到
来
状
態
に
お
け
る
売
質
は
そ
れ
に
よ
っ
て
売
主
が
即
時
に
彼
の
土
地
に
対
す
る
権
利
並
び
に
存
在
す
る
建
築
の
所

有
権
を
移
転
す
る
契
約
で
あ
る
。
来
る
べ
き
労
務
は
そ
れ
ら
の
履
行
に
応
じ
て
取
得
者
の
所
有
権
に
な
る
。
取
得
者
は
労
務
の
進
行
に
応
じ
て
そ
の
代

価
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
。
売
主
は
労
務
の
受
領
ま
で
注
文
者
の
権
限
を
保
持
す
る

ov

土
地
に
対
す
る
権
利
は
所
有
権
に
限
ら
れ
ず
建
築
の
権
利
を
与
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
、
条
文
が
土
地
に
対
す
る
権
利
と
だ
け

(
4〉

い
っ
て
い
る
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
近
の
集
合
的
建
築
の
商
品
化
が
問
題
で
あ
る
時
に
は
、
移
転
は
土
地
に
対
す
る

権
利
の
割
合
的
単
位
群
(
ヨ
ニ

-E5)
を
対
象
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
一
九
。
こ
の
土
地
に
対
す
る
権
利
と
現
存
す
る
建
築
の
所
有
権
の
即

刻
の
移
転
、
更
に
将
来
の
労
務
の
所
有
権
の
履
行
に
応
じ
た
移
転
は
取
得
者
を
売
主
の
予
期
せ
ぬ
破
産
の
結
果
か
ら
庇
護
し
、
彼
が
そ
こ
に

の
地
位
を
と
も
な
っ
て
参
加
す
る
こ
と
を
可
能
に
れ

μ。
逆
に
取
得
者
の
方
で
は
実
際
に
履
行
さ
れ

〈

7
)

を
な
し
て
い
け
ば
よ
い
。
言
い
換
え
れ
ば
代
価
の
弁
済
は
所
有
権
移
転
に
結
び
合

お
い
て
取
戻
権
者
(
『

2
8岳
門
吉
田
目
。

た
労
務
に
比
例
し
て
資
金
提
供

(
2
8
n
g
骨
『

O
E凹
)

(
8
)
 

わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
期
限
付
売
買
に
つ
い
て
の
条
文
を
み
て
み
よ
う
。
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一六
O
一
条
の
二

A
期
限
付
売
買
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
売
主
が
そ
の
完
成
時
に
不
動
産
を
引
渡
す
義
務
を
負
ぃ
、
貫
主
が
そ
の
引
渡
を
う
け
て
引
渡

の
日
に
そ
の
代
価
を
支
払
う
義
務
を
負
う
契
約
で
あ
る
。
所
有
権
の
移
転
は
不
動
産
の
完
成
の
公
正
証
書
に
よ
る
確
認
に
よ
っ
て
法
律
上
当
然
に
行
わ

れ
る
。
そ
れ
は
売
買
の
日
に
遡
っ
て
そ
の
効
果
を
生
ず
る
。

v

既
に
実
務
が
与
え
た
期
限
付
売
買
と
い
う
呼
称
が
便
宜
上
の
も
の
で
こ
の
契
約
の
実
相
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
は
こ
の
契
約

の
内
容
が
、
単
純
に
そ
の
効
果
の
発
生
が
将
来
の
確
実
な
出
来
事
の
到
来
ま
で
遅
ら
さ
れ
て
い
る
売
買
契
約
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
が
戸
前
述
の
よ
う
に
契
約
は
不
動
産
の
完
成
と
い
う
期
限
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
あ
る
期
間
内
に
不
動
産
を
建
築
す
る
義
務
と
い
う
効
果
を

売
主
に
対
し
て
生
じ
さ
せ
て
い
る
(
恒
三
-
H
O
E
-
同
)
。
こ
こ
で
期
限
ま
で
遅
ら
さ
れ
て
い
る
の
は
単
に
将
来
の
物
(
岳
0
8
E
Z
B
)
の
所

フランスの新たな不動産建築契約について

有
権
を
買
主
が
田
口
n
o
g
-
oロ
に
よ
っ
て
取
得
し
て
お
く
効
果
だ
け
な
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
こ
の
契
約
で
は
所
有
権
移
転
を
生
じ
さ
せ
る

期
限
の
到
来
が
そ
の
主
要
な
効
果
の
出
発
点
と
な
る
。
本
条
が
所
有
権
移
転
を
生
じ
さ
せ
る
事
実
と
し
て
公
正
証
書
に
よ
る
完
成
の
確
認
を

採
用
し
た
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
売
主
は
完
成
時
に
引
渡
の
義
務
を
負
う
。
そ
れ
故
不
動
産
の
完
成
は
所
有
権
移
転
だ
け
で
な

く
引
渡
の
時
期
を
も
定
め
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
逆
に
買
主
の
代
金
支
払
義
務
も
完
成
の
確
認
が
効
力
を
生
じ
た
時
か
ら
弁
済
期
に
あ

〔

M
V

る
も
の
と
な
る
と
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
本
条
で
は
所
有
権
移
転
の
売
買
の
日
へ
の
遡
及
効
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
取
得
者
の
保
護

の
た
め
の
規
定
で
、
売
主
が
客
体
と
な
っ
て
い
る
不
動
産
に
つ
い
て
取
得
者
が
対
抗
し
え
な
い
物
権
を
設
定
し
て
も
遡
及
的
に
抹
消
さ
れ
て

(
日
)

し
ま
う
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
遡
及
効
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
期
限
付
売
買
を
単
な
る
停
止
条
件
付
売
買
の
よ
う
に
芳
え
さ

せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
建
物
の
完
成
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
通
常
の
売
買
に
な
る
の
で
は
な
い
。
遡
及
す
る
の
は
将
来
の
物
の
所

(uv 

有
権
を

2
8
g
F
Oロ
に
よ
っ
て
取
得
す
る
効
果
な
の
で
あ
り
こ
の
契
約
の
将
来
の
物
の
売
買
と
し
て
の
特
質
は
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
建
築
予
定
不
動
産
売
買
の
法
理
を
要
約
す
れ
ば
こ
の
契
約
は
そ
の
内
に
売
主
の
建
築
義
務
を
含
み
、
買
主
は
そ
の
完
成
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説

以
前
に
所
有
権
を
労
務
の
履
行
に
応
じ
て
で
あ
れ
、
期
限
付
で
で
あ
れ

s
n
g氏
自
に
よ
っ
て
取
得
し
そ
の
代
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
契
約
は
今
日
ほ
と
ん
ど
が
完
成
の
未
到
来
状
態
に
お
け
る
売
買
の
形
式
で
な
さ

論

れ
、
期
限
付
売
買
の
方
は
実
務
の
不
評
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
後
者
は
買
主
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
代
価
を
資
金
化

(uv 

で
き
ず
又
複
雑
で
あ
り
過
ぎ
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
ω
白山口寸〉
F
3
J
F胆
〈
開
口
門
司
門
-4gg叩
E-u目
白
血
肺
門
Oロ印可
E
-
3
2
-内

or--m由民
Oロ
仏
m
m白
門
田
ロ
丘
町
伊

S
2
0ロ
《
凶
町
田
三
円
相
印

ιmnoロ印可ロ円安】
P
』・。
-HV・

H由自∞・

FNHAH白
・
ロ
o∞・

(

2

)

日『広

(

3

)

戸白白ロロ
4
2門
目
白
押
』
巾
田
仲
良
-
o
u
-
a
f
ロ。
M
5・匂
-MMH
・
尚
請
負
契
約
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
請
負
で
は
注
文
者
が
土
地
の
所
有
縁
者
で
あ
る
の

に
対
し
、
こ
の
契
約
で
は
売
主
が
土
地
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
官
。
自
己
。

(
4
)
ω
己
主
目
〉

-RM『・
0
同

y
n
x・ロ
oN印
-
Y
A白
-
5
gロ
【
目
立
』
刊
印
S
F
O司
-n-f
ロ。
N
b
-
H】・陸自・

ハ
5
)
ζ
白
-
5
4
2品
開
仲
』
冊
目
Z
N
W
O
H】
ロ
戸
ロ
。
M
S
-
司・陸自・

(

6

)

∞即日出件白〉【印円一予
O
司
-n-f
ロ。
M
印・

(

7

)

豆
長
ロ
〈
由
民
島
町
沖
』
開
田
仲
田
N

・
0
℃

n
F
ロ
。
ピ
少
司

NS-

(
8
)
ω
民
ロ
?
と
白
弓
-
D
℃・

2
7
ロ。
ωH
・
そ
の
結
果
土
地
と
現
存
の
建
築
の
代
価
は
契
約
の
時
に
即
刻
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
こ
の
条
文
は

暗
黙
の
前
提
と
す
る
と
い
う
。

(
9
)
ω
巳
EB〉目白
4
・
0
司・

2
7
ロ
oN∞・

(
刊
山

)
ω
丘
三
・
〉
目
白
門
司
・
0
司
・
己
了
ロ
。
ω
0
・

7
向田
-
z
gロ
仏
兵
』
町
田
仲
良
-OH】
n-f
目。
MgwHM-N回目・

(
日
)
宮
曲
目
E
4
2円
四

骨

骨

』

B
E
N
-
O
H
u
n
-
f
ロ。

M印
0
・

同

MM回
日
・

(ロ
)
ω
曲目白骨・〉-旬以『・

OH)-n-HJ
ロ
OM∞・

(
日

)
F
A白ロロ
g
E
2
V
2
s・
a
-
n
F
ロ。

N
8・
宅
-
N
g
l
N印
叶
・
こ
れ
に
対
し
て
前
者
の
発
展
は
同
時
に
新
た
な
タ
イ
プ
の
組
合
の
発
展
を
伴
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
官
D
5
0
8
5
が
投
資
家
を
事
業
に
参
加
さ
せ
る
た
め
に
設
立
す
る
も
の
で
建
築
と
割
当
部
分
の
売
買
を
目
的
と
し
た
民
事
組
合
で
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あ
る
。
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
の
法
律
が
そ
の
第
一
章
に
お
い
て
規
定
す
る
の
は
こ
の
組
合
で
あ
る
。

....... 
J、
む
す
び
に
代
え
て

以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
集
合
住
宅
建
設
に
用
い
ら
れ
た
法
形
式
を
み
て
み
る
と
、
既
に
組
合
の
持
分
に
よ
っ
て
相
応
の
割
当
部
分
の
所

有
権
を
取
得
す
る
技
術
に
一
不
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
所
有
権
に
お
い
て
現
わ
さ
れ
る
所
有
権
者
の
地
位
が
持
分
に
よ
っ
て
現
わ
れ
る
構
成
員

の
権
利
に
よ
っ
て
数
量
的
に
芳
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
建
築
予
定
不
動
産
売
買
は
こ
の
所
有
権
観
念
の
変
遷
の
中
で
ど

う
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
従
来
の
請
負
と
一
旦
作
ら
れ
た
物
の
売
買
と
の
区
別
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち

フラン;t..の新たな不動産建築契約について

所
有
権
が
物
に
内
在
す
る
権
利
と
芳
え
ら
れ
て
い
る
聞
は
所
有
権
者
は
主
た
る
材
料
を
提
供
し
た
者
は
誰
か
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
そ
の
物
が

完
成
し
引
渡
を
な
す
ま
で
所
有
権
が
移
転
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
又
と
の
場
合
所
有
権
者
の
地
位
は
特
定
の
法
主
体
自
身
に
よ
っ
て
現
わ
れ

る
か
ら
請
負
と
一
日
一
作
ら
れ
た
物
の
売
買
と
は
一
一
層
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
最
近
の
よ
う
に
所
有
権
が
物
と
は
独
立
に
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
も
っ
人
に
物
の
所
有
権
者
の
地
位
を
与
え
る
権
利
と
し
て

観
念
さ
れ
る
時
に
は
物
を
離
れ
て
取
り
引
き
が
な
さ
れ
う
る
か
ら
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
将
来
の
物
の
所
有
権
を
予
め
取
得
し
て
お
く
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
又
所
有
権
者
の
地
位
も
特
定
の
法
主
体
自
身
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
所
有
権
の
内
に
体
現
さ
れ
て

特
定
の
法
主
体
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
対
象
と
さ
れ
る
結
果
、
実
務
の
要
請
に
基
づ
い
て
あ
る
人
が
労
務
の
進
行
に
応
じ
て
所
有
権
者
に
な
っ

た
り
、
期
限
付
で
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
建
築
予
定
不
動
産
売
買
は
す
ぐ
れ
て
今
日
の
所
有

権
観
念
に
立
脚
し
た
契
約
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
契
約
は
買
主
が
不
動
産
の
完
成
、
引
渡
以
前
に
所
有
権
を

R
g
i

g
sロ
に
よ
り
取
得
し
、
売
主
は
そ
れ
に
つ
き
建
築
義
務
を
負
う
と
い
う
骨
粗
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
従
来
一
旦
作
ら
れ
た
物
の
売
買
と
さ
れ
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説

て
い
た
領
域
に
請
負
の
理
論
を
も
ち
こ
む
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
我
国
に
お
い
て
請
負
人
が
総
て
の
材
料
を
提
供

三九
自国

す
る
場
合
で
も
家
屋
の
所
有
権
は
注
文
者
が
取
得
す
る
と
い
う
有
力
説
は
、
こ
の
契
約
に
類
似
し
た
主
張
を
な
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、

そ
こ
で
取
得
さ
れ
る
所
有
権
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
と
芳
ぇ
、
そ
の
結
果
原
則
と
し
て
工
事
の
進
捗
に
従
っ
て
注
文
者
に
帰
属
す
る
と

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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Vol. 31 No. 3-4・1(1981) 

De la loi nouvelle sur les ventes d'immeubles 

a construire en France 

Takenori SAKAMOTO* 

C'est seulement le contrat d'entreprise qui existe comme un 

contrat-type pour la construction immobili色reau Japon. Mais il 

semble que ce contrat ait la conception plus vaste que celui de 

France， puisque au Japon meme si l'entrepreneur fournit tous 

materiaux， le consentement est conside同 commeun contrat d'en・

treprise tandis que en France il est considere comme une vente d'une 

chose une fois faite. Et les doctrines modernes soutiennent que 

meme en ce cas le maitre de l'ouvrage en acquiert la proprie括

originellement. Je trouve cette opinion juste parce que elle exclut 

le consentement qui renferme translation de la propri品tede l'ouvrage 

paracheve du contrat d'entreprise. Cependant puisque elles soutien-

nent que le maitre de l'ouvrage巴nacquiert la propriete originelle-

ment bien que l'entrepreneur fournisse tous mat釘匂ux，il faut que 

elles se fondent sur la nouvelle notion de propriete qui diff色rede 

celle supposee par doctrines ant岳rieures.Mais iI ne semble pas que 

elles aient une common vue sur cette notion. 

Or autrefois la vente d'une chose une fois faite a ete claire-

ment distingue du contrat d'entreprise en France. En consequence 

on a considere que si l'entrepreneur fournissait tous materiaux il 

demeurait propri品tairejusqu'a la confection de l'ouvrage， jusqu' au 

moment ou iI etait en etat et offrait d'en faire la 1ivraison. Mais 

principalment pour donner la technique legale sur la construction de 

l'immeuble collectif， la loi du 3 janvier 1967 r・eglemente，sous le nom 

de vente d'immeuble a construire， le contrat par lequel le vendeur 

s'engage a edifier l'immeuble dans un certain d岳lai.Ce contrat fait 

* Charg品decours de la Faculte de Droit a l'Universite de Senshu 

w 北法31(3-4・1'448)1380 



Hokkaido L. Rev. 

acquerir a acheteur la propriete du batiment avant achevement de 

celui lorsque meme le vendeur fournit tous materiaux (y compris le 

terrain). Et la loi traite le vendeur d'immeuble a construire comme 

un entrepreneur et lui impose la meme garantie des vices caches. 

Ainsi ce contrat ressemble a le contrat d'entreprise que les doctrines 

modernes au Japon supposent lorsque l'entrepreneur fournit tous 

materiaux. Cet article a pour but de donner le fondement aux 

doctrines modernes au Japon par consideration de la relation de ce 

nouveau contrat avec la transformation de la notion de propriete 

en France. 
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