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〔
博
士
論
文
要
旨
〕

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
財
産
権

　
　
　
　
　
　
　
－
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
財
産
権
論
と
自
然
権
思
想
1

序
論
－
問
題
の
所
在

〈
1
〉
　
憲
法
学
に
お
け
。
る
財
産
権
に
関
す
る
歴
史
認
識

　
憲
法
学
に
お
け
る
財
産
権
論
は
、
市
民
革
命
期
・
近
代
に
お
け
る
「
神

聖
不
可
侵
」
■
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
が
、
資
本
主
義
の
抱
え
る
様
々

な
矛
盾
を
克
服
す
べ
く
公
権
力
に
よ
る
規
制
を
伴
う
財
産
権
へ
と
発
展
し

て
き
た
と
い
う
歴
史
認
識
を
大
ま
か
な
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
歴
史
認
識
は
、
も
ち
ろ
ん
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
必
ず
し

も
歴
史
的
実
証
研
究
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
と
も
す
れ
ぱ
過
度

に
単
純
化
さ
れ
た
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
本
論
文
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
「
財
産
権
（
肩
ε
－

ま
鼻
β
O
二
ま
筥
ε
ま
一
休
）
」
概
念
の
含
意
を
、
特
に
自
然
権
思
想
と

の
関
わ
り
に
重
点
を
お
い
て
、
歴
史
的
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
課
題

に
据
え
た
。

田
　
　
　
村

理

〈
2
〉
　
市
民
革
命
期
の
財
産
権
を
め
ぐ
る
学
説
と
問
題
点

　
市
民
革
命
期
の
財
産
権
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
学
説
が
存
在
す
る
。

第
一
は
、
市
民
革
命
期
の
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
を
、
「
自
己
の
労
働
」

に
基
礎
を
お
き
、
「
労
働
生
産
物
の
処
分
の
自
由
」
を
確
立
し
よ
う
と
す

る
、
「
市
民
階
級
」
を
担
い
手
と
す
る
財
産
権
と
み
る
見
解
で
あ
る
。
こ

の
見
解
は
、
自
然
権
思
想
の
本
質
を
的
確
に
描
き
出
し
て
い
る
反
面
、
現

実
に
存
在
し
た
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
と
民
衆
の
対
立
を
見
逃
し
て
し
ま
う
と

い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

　
第
二
は
、
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
を
正
当
化
す
る
「
労
働
に
よ
る
所

有
論
」
の
ブ
ル
ジ
目
ワ
性
に
着
目
し
、
市
民
革
命
期
の
自
然
権
と
し
て
の

財
産
権
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
の
財
産
権
論
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
権
牲
を
重
視
す
る
財
産
権
論
は
ロ
ソ
ク
型
財
産
権
論
と

さ
れ
、
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
を
人
民
の
主
権
と
一
般
意
思
の
表
明
た

る
法
律
に
全
面
的
に
委
ね
る
ル
ソ
ー
型
財
産
権
論
が
民
衆
的
財
産
権
論
と

し
て
対
置
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
プ
ル
ジ
冒
ワ
ジ

ー
と
民
衆
の
対
立
を
的
確
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
対
抗
関
係
を
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（209）彙

「
自
然
権
」
対
「
非
自
然
権
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
歴
史
的
事

実
を
説
明
で
き
な
く
な
る
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
期
の
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
は
必
ず
し
も
自
ら
が
保
障
を
求
め
る

財
産
権
の
自
然
権
性
を
強
調
し
で
お
ら
ず
、
反
対
に
民
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
は
自
然
権
の
要
求
を
積
極
的
に
行
う
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
財
産
権
論
に
つ
い
て
、
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ

ー
と
民
衆
の
対
立
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
、
そ
の
対
立
は
「
自
然
権
」

を
認
め
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

を
実
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
革
命
期
に
お
け
る
財
産
権
に
つ
い
て

の
認
識
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

第
一
部
革
命
前
夜
の
財
産
を
め
ぐ
る
状
況

　
革
命
前
夜
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
は
、
封
建
制
・
領
主

制
の
枠
組
み
の
中
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
地
主
・
小
作
関
係
に

よ
る
耕
作
は
全
体
の
六
〇
％
を
占
め
、
北
部
で
は
資
本
主
義
的
大
借
地
経

営
も
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
他
方
、
頷
主
制
が
相
対
的
に
強
固
に
存
続
し
て

い
た
た
め
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
・
富
農
は
領
主
制
と
癒
着
し
、
没
落
し
た

農
民
は
農
業
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
零
細
な
小
作
農
に
と
ど
ま

っ
た
。
ま
た
農
村
共
同
体
的
規
制
は
、
当
時
の
農
業
技
術
上
の
必
要
を
満

た
す
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
同
時
に
、
貧
農
層
に
最
低
限
の
生
活
を
保
障

す
る
制
度
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
重
農
主
義
の
影
響
下
に
農
地
個
人
主

義
的
政
策
が
主
張
さ
れ
、
一
七
九
一
年
九
月
の
農
事
法
典
（
一
①
O
O
ま

；
邑
）
に
結
実
す
る
。
農
民
は
農
村
共
同
体
を
再
建
し
維
持
す
る
た
め

に
闘
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
ウ
た
。

　
商
業
は
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
た
。
特
に
穀
物
取
引
は
、
都
市
の
食
糧

供
給
や
民
衆
暴
動
の
防
止
の
た
め
に
、
生
産
者
に
対
し
て
も
購
入
者
に
対

し
て
も
規
制
が
施
さ
れ
て
い
た
。
し
小
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
重
農
主

義
の
影
響
下
に
穀
物
取
引
の
自
由
を
確
立
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。

一
七
七
四
年
に
は
テ
ユ
ル
ゴ
（
↓
弓
o
q
g
）
が
穀
物
取
引
の
自
由
化
政
策

を
強
引
に
実
施
す
る
が
、
失
敗
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
国
民
会
議
は

こ
の
穀
物
取
引
の
自
由
を
一
貫
し
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
民
衆
は
、
こ

の
点
で
も
議
会
ブ
ル
ジ
目
ワ
と
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
二
部
　
財
産
権
恩
想
i
ロ
ッ
ク
と
ル
ソ
ー
の
財
産
権
思
想

　
ロ
ソ
ク
と
ル
ソ
ー
は
、
財
産
権
を
自
然
権
と
す
る
か
否
か
の
問
題
を
別

に
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
対
極
的
な
財
産
権
思
想
を
展
開
し
て
い
た
。
こ

の
二
つ
の
田
心
想
は
市
民
革
命
期
の
財
産
権
論
の
基
本
的
類
型
と
し
て
重
要

で
あ
る
。

〈
1
〉
　
ロ
ッ
ク
の
財
産
権
思
想

　
ロ
ソ
ク
は
、
第
一
に
、
財
産
権
を
自
己
（
混
富
昌
）
に
対
す
る
所
有

と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
労
働
（
一
き
o
昌
）
に
対
す
る
所
有
で
基
礎
づ
け
た
。

労
働
を
譲
渡
不
可
能
な
自
己
と
段
階
的
に
区
別
す
る
こ
と
で
、
回
ツ
ク
は

労
働
力
の
譲
渡
と
他
人
の
労
働
生
産
物
の
支
配
を
容
認
す
る
資
本
主
義
的

財
産
権
を
正
当
化
し
た
。
第
二
に
、
ロ
ッ
ク
は
自
然
状
態
に
お
い
て
「
貨

幣
使
用
の
同
意
」
を
論
じ
て
「
腐
敗
制
限
」
を
解
除
し
、
財
産
権
の
不
平

等
を
容
認
し
た
。
第
三
に
、
不
平
等
な
財
産
権
の
現
状
を
、
自
然
法
に
か

な
う
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
実
定
法
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
も
根
拠
に
肯
定
し
た
。
第
四
に
、
よ
り
安
定
的
な
財
産
権
の
保
障
の

た
め
に
社
会
契
約
が
結
ば
れ
、
政
府
が
組
織
さ
れ
る
が
、
立
法
権
を
人
民

以
外
の
手
に
委
ね
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
最
後
に
、
ロ
ッ
ク
は
設
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立
さ
れ
た
国
家
に
対
し
て
財
産
権
の
自
然
権
性
を
主
張
す
る
よ
り
も
、
ブ

ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
の
財
産
権
を
保
障
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
法
律
へ
の
服

従
を
説
い
て
、
不
平
等
な
財
産
権
の
現
状
を
そ
の
ま
ま
確
保
し
よ
う
と
し

て
い
た
。

〈
2
〉
　
ル
ソ
ー
の
財
産
権
思
想

　
こ
れ
に
対
し
て
ル
ソ
ー
は
、
第
一
に
財
産
権
の
基
礎
を
ロ
ッ
ク
と
同
様

に
労
働
に
求
め
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
譲
渡
可
能
な
労
働
（
力
）
を
導
き

出
し
て
い
な
い
。
第
二
に
、
ル
ソ
ー
は
ロ
ッ
ク
と
は
反
対
に
財
産
権
を
不

平
等
を
生
じ
さ
せ
る
悪
の
根
源
と
し
て
捉
え
た
。
第
三
に
、
ル
ソ
ー
は
財

産
権
の
不
平
等
な
現
状
を
自
然
権
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
ロ

ッ
ク
型
の
恩
想
を
批
判
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
不
平
等
な
現
状
を
肯
定
し
固

定
化
し
て
い
る
社
会
・
法
律
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
第
四
に
、
ル
ソ
ー
は
、

こ
う
し
た
不
平
等
な
財
産
権
の
現
状
を
克
服
す
る
た
め
に
、
自
然
権
を
全

部
譲
渡
し
、
一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律
に
委
ね
る
こ
と
で
、
平
等

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
第
五
に
、
一
般
意
思
の
形
成
に
は
金
人
民
が
参

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
人
民
主
権
が
主
張
さ
れ
た
。
最
後
に
、

こ
の
よ
う
な
ル
ソ
ー
の
財
産
権
で
は
、
ロ
ッ
ク
と
は
反
対
に
、
労
働
力
の

譲
渡
や
他
人
の
労
働
生
産
物
の
支
配
へ
と
展
開
す
る
可
能
性
は
閉
ざ
さ
れ
、

不
平
等
な
財
産
権
の
現
状
は
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
て
い
た
。

第
三
部

一
七
八
九
年
宣
言
と
財
産
権
－
「
神
聖
不
可
侵
」

の
財
産
権

　
一
七
八
九
年
権
利
宣
言
第
二
条
お
よ
び
第
一
七
条
に
集
約
さ
れ
る
、
革

命
初
期
に
お
け
る
議
会
ブ
ル
ジ
冒
ワ
の
財
産
権
論
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な

特
徴
を
も
っ
て
い
た
。

〈
1
〉
　
八
九
年
宣
言
に
お
け
る
財
産
権
の
特
徴

　
革
命
初
期
の
議
会
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
は
、
封
建
的
権
利
の
有
償
廃
止
（
一
七

八
九
年
八
月
四
日
デ
ク
レ
、
一
七
八
九
年
八
月
六
∫
一
一
日
デ
ク
レ
、
一

七
九
〇
年
三
月
一
五
日
デ
ク
レ
）
を
は
じ
め
既
存
財
産
秩
序
を
実
質
的
に

維
持
し
つ
つ
、
将
来
の
資
本
主
義
に
適
合
す
る
財
産
権
を
築
こ
う
と
し
た
。

そ
れ
に
よ
う
て
一
定
の
矛
盾
を
抱
え
つ
つ
も
、
自
己
（
葛
冨
o
…
o
）
に

対
す
る
所
有
と
そ
こ
・
か
ら
生
じ
る
労
働
（
一
冨
毒
e
に
よ
っ
て
財
産
権

は
正
当
化
さ
れ
た
。

　
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
労
働
生
産
物
や
土
地
だ
け
で
な
く
、
特
許
や
著

作
な
ど
の
無
体
財
産
も
財
産
権
の
内
容
と
し
て
と
り
こ
ま
れ
た
。
譲
渡
不

可
能
な
自
己
と
段
階
的
に
区
別
さ
れ
た
労
働
（
力
）
そ
れ
自
体
も
一
つ
の

財
産
権
の
対
象
に
数
え
ら
れ
た
。
ま
た
債
権
も
財
産
権
の
対
象
に
入
れ
ら

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
財
産
の
排
他
的
な
使
用
・
収
益
・
処
分
が
財
産
権

と
考
え
ら
れ
た
。
財
産
権
の
対
象
は
広
範
で
あ
り
、
す
で
に
「
所
有
権
」

の
語
で
は
足
り
ず
、
今
日
の
憲
法
学
が
対
象
と
考
え
る
も
の
を
ほ
ぼ
す
ぺ

て
含
ん
だ
「
財
産
権
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
段
階
で
は
財
産
権
の
制
限
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
他
人
の
同

様
の
権
利
を
害
し
得
な
い
と
い
う
一
般
的
な
限
界
と
、
公
的
必
要
が
あ
る

場
合
の
事
前
の
正
当
な
補
償
を
条
件
と
し
た
財
産
権
の
制
限
が
規
定
さ
れ

る
の
み
で
あ
っ
た
。

〈
2
〉
　
財
産
権
の
自
然
権
性
と
立
法
中
心
主
義

　
「
神
聖
不
可
侵
」
の
財
産
権
（
壷
肩
O
肩
蚕
Φ
し
窃
召
O
召
－
9
渚
）
を
定

め
る
八
九
年
宣
言
第
一
七
条
は
、
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
を
定
め
た
典

型
的
な
規
定
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
第
二
条
で
も
社
会
的
結
合

の
目
的
で
あ
る
自
然
権
の
一
つ
と
し
て
所
有
（
鼠
召
o
召
嚢
伽
）
を
掲
げ
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て
い
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
八
九
年
宣
言
は

立
法
中
心
主
義
（
示
瞥
o
彗
巨
閉
昌
o
）
と
呼
ぱ
れ
る
よ
う
な
、
法
律
重
視

の
態
度
を
色
濃
く
示
し
て
い
る
（
特
に
第
四
壬
六
条
）
。

　
議
会
は
、
自
然
権
を
論
ず
る
こ
と
で
そ
の
前
国
家
性
・
対
国
家
性
を
立

法
権
に
対
し
て
主
張
す
る
よ
り
も
、
目
的
・
手
段
の
関
係
と
し
て
自
然
権

と
法
律
を
位
置
づ
け
、
矛
盾
対
立
す
る
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
目
的
を
い
か
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
と
す
る
か
に
よ
づ
て
、
そ

れ
を
保
障
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
手
段
も
決
定
さ
れ
る
。

　
議
会
は
、
既
存
財
産
秩
序
を
実
質
的
に
維
持
す
る
内
容
を
自
然
権
と
し

て
の
財
産
権
に
与
え
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
保
障
す
る
法
律
は
、
た
と
え

旧
制
下
の
も
の
で
あ
っ
て
も
否
定
せ
ず
、
新
た
な
法
律
の
制
定
に
か
か
わ

る
市
民
を
一
定
の
財
産
所
有
者
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
既
存

財
産
秩
序
維
持
の
た
め
の
法
律
重
視
は
、
「
一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の

法
律
」
と
い
う
ル
ソ
i
の
言
説
に
よ
ウ
て
語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
け
う
し

て
ル
ソ
ー
の
思
想
と
同
一
で
は
な
か
ウ
た
。

第
四
部

民
衆
と
財
産
権
－
「
生
存
の
権
利
」

と
財
産
権
－

の
実
現

　
穀
物
取
引
の
規
制
に
よ
る
食
糧
の
確
保
や
生
存
に
必
要
な
生
産
物
を
え

る
た
め
の
土
地
を
求
め
る
民
衆
（
都
市
民
衆
と
農
民
）
の
要
求
は
、
革
命

の
経
験
の
中
で
財
産
権
（
肩
o
冒
曇
⑭
）
の
語
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

民
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
。

〈
1
〉
　
民
衆
の
財
産
権
の
特
徴

　
民
衆
の
イ
デ
オ
回
ー
グ
の
財
産
権
論
で
は
、
万
人
の
「
生
存
の
権
利
」

の
実
現
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
レ
（
旨
昌

く
胃
－
g
）
の
権
利
宣
言
第
一
八
条
は
「
万
人
が
主
張
し
要
求
す
る
権
利
を

も
つ
第
一
の
最
も
神
聖
な
財
産
は
、
彼
ら
に
生
存
の
た
め
の
第
一
の
手
段

を
十
分
に
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
定
め
、
ジ
ャ
ソ
ク
・
ル
ー

（
旨
8
；
ω
ヵ
o
妄
）
は
人
の
生
命
（
1
－
生
存
）
は
最
も
神
聖
な
所
有
の
一

つ
で
あ
る
と
主
張
し
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
リ
ヴ
ィ
エ
（
＝
昌
冨
U
O
＝
i
串
）

は
「
飢
え
な
い
権
利
」
を
「
神
聖
不
可
侵
の
財
産
権
」
に
対
置
し
た
。

　
こ
の
「
生
存
の
権
利
」
の
た
め
の
財
産
権
は
、
自
己
に
対
す
る
所
有
の

行
使
で
あ
る
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
と
は
異
な
っ
て
、
労
働
力
の
譲
渡
は
原
則
と

し
て
否
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
土
地
所
有
に
つ
い
て
も
、
「
生
存
の
権
利
」

の
実
現
の
観
点
か
ら
、
純
粋
な
土
地
所
有
権
に
限
ら
ず
と
も
、
生
存
に
必

要
な
生
産
物
を
得
る
た
め
に
土
地
の
用
益
権
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主

張
さ
れ
た
。

　
ま
た
民
衆
は
、
自
ら
の
求
め
る
財
産
権
の
実
現
の
た
め
に
既
存
の
大
財

産
を
全
面
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
。
九
三
年
九
月
二

日
の
サ
ン
”
キ
ュ
ロ
ッ
ト
・
セ
ク
シ
ヨ
ン
の
国
民
議
会
あ
て
請
願
（
＞
宇

冨
ω
留
O
）
は
、
「
肉
体
的
必
要
の
範
囲
」
で
し
か
財
産
権
を
認
め
な
い
と

し
た
。
そ
し
て
ド
リ
ヴ
ィ
エ
が
「
法
律
は
あ
る
人
か
ら
奪
い
取
る
こ
と
な

し
に
あ
る
人
に
付
け
足
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
と
お
り
、

万
人
に
「
肉
体
的
必
要
の
範
囲
」
の
財
産
権
の
保
障
す
る
た
め
に
は
、
そ

れ
以
上
の
財
産
を
持
つ
者
が
い
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

〈
2
〉
　
財
産
権
の
自
然
権
性
と
法
律

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
民
衆
の
財
産
権
論
は
、
既
存
財
産
権
の
全
面
的

規
制
を
求
め
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
財
産
権
の
自
然
権
性
へ
の
批
判
を

含
ん
で
い
な
い
し
、
法
律
に
対
す
る
無
条
件
の
信
頼
も
与
え
て
い
な
い
。
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ド
ィ
ヴ
ィ
エ
は
既
存
の
土
地
所
有
権
を
「
法
律
の
恩
恵
」
に
す
ぎ
な
い
と

し
て
批
判
し
た
。
九
三
年
四
月
の
パ
リ
県
の
請
願
は
、
法
律
は
土
地
の
産

物
を
有
益
に
用
い
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
批
判

し
た
。
そ
の
上
で
、
抑
圧
的
な
法
律
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
既
存
大
財

産
に
対
し
て
、
あ
る
べ
き
財
産
権
の
あ
り
方
が
「
自
然
権
」
と
↓
て
対
置

さ
れ
、
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
の
法
律
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ジ
ャ
ソ
ク
・
ル
ー
は
買
占
人
た
ち
が
「
栄
養
を
と
る
た
め
に
必
要
な
パ

ン
」
を
得
る
と
い
う
労
働
者
の
「
最
も
神
聖
な
自
然
権
」
、
生
命
（
1
1
生

存
）
と
い
う
「
所
有
の
う
ち
で
最
も
神
聖
な
も
の
」
を
侵
害
し
て
い
る
こ

と
を
批
判
し
て
、
買
占
人
ら
の
死
刑
と
食
糧
の
取
引
規
制
を
主
張
し
た
。

ド
ィ
ヴ
ィ
エ
は
「
各
人
が
自
然
か
ら
受
け
取
っ
た
不
可
譲
の
権
利
の
純
粋

か
つ
単
純
杢
早
受
」
で
あ
る
「
正
義
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
自
然
状
態

で
の
土
地
”
「
大
共
同
地
」
に
対
す
る
万
人
の
権
利
（
…
自
然
権
）
を
社

会
に
よ
っ
て
再
現
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　
ま
た
ド
リ
ヴ
ィ
エ
は
自
然
状
態
と
社
会
状
態
の
峻
別
を
主
張
し
、
明
確

な
全
部
譲
渡
論
を
採
用
し
て
い
た
が
、
社
会
状
態
で
保
障
さ
れ
る
市
民
的

自
由
が
社
会
契
約
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
自
然
的
自
由
に
ま
さ
る
自
由
の

保
障
に
到
達
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
人
は
自
然
的
自
由
を
行
使
で
き
る

と
し
て
い
た
。
自
然
的
自
由
は
社
会
で
保
障
さ
れ
る
べ
き
市
民
的
自
由
の

量
低
限
の
基
準
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
回
帰
が
認
め
ら
れ
て
い

た
。

第
五
部
　
一
七
九
三
年
宣
言
と
財
産
権

論
へ
の
接
近
1

民
衆
的
財
産
権

一
七
九
二
年
八
月
一
〇
日
以
降
、
議
会
ブ
ル
ジ
目
ワ
は
内
外
の
危
機
に

対
応
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
民
衆
に
大
き
く
譲
歩
し
て
民
衆
の
財
産
権

論
に
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
接
近
し
た
が
、
な
お
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
る
財
産

権
論
を
展
開
し
た
。

〈
1
V
　
九
三
年
宣
言
に
お
け
る
財
産
権
の
特
徴

　
議
会
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
は
生
存
の
権
利
H
自
然
権
の
保
障
と
い
う
民
衆
の
主

張
を
一
定
程
度
受
け
入
れ
た
。
民
衆
と
同
様
の
「
生
存
は
第
一
の
所
有
で

あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
何
人
も
否
定
で
き
な
い
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
に
、
議
会
は
い
く
つ
か
の
土
地
分
配
政
策
を
採
用
し
、
農
民
の

生
存
の
た
め
の
耕
作
労
働
を
根
拠
と
し
た
封
建
的
諸
税
廃
止
要
求
を
全
面

的
に
受
け
入
れ
た
（
一
七
九
三
年
七
月
一
七
日
法
）
。
ま
た
最
古
同
価
格
法

（
一
七
九
三
年
五
月
四
日
法
、
一
七
九
三
年
九
月
二
九
日
法
）
を
制
定
し

て
、
取
引
の
自
由
の
原
則
に
対
す
る
「
修
正
」
を
容
認
し
た
。

　
し
か
し
生
存
の
権
利
と
そ
の
た
め
の
財
産
権
の
保
障
の
あ
り
方
は
、
民

衆
の
そ
れ
と
同
一
で
は
な
か
っ
た
。
民
衆
と
は
異
な
っ
て
、
議
会
ブ
ル
ジ

目
ワ
は
万
人
の
生
存
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
特
定
の
人
が
ど
れ
だ
け
財

産
を
蓄
積
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
既
存
財
産
権
の

制
限
は
全
面
的
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
議
会
ブ
ル
ジ
目
ワ
は

万
人
の
生
存
の
権
利
の
保
障
を
「
公
の
必
要
」
と
考
え
、
そ
れ
を
実
現
す

る
財
産
権
の
制
限
を
公
用
収
用
と
補
償
の
理
論
で
説
明
し
て
、
あ
く
ま
で

も
例
外
的
な
措
置
と
位
置
づ
け
た
。

〈
2
v
　
財
産
権
の
自
然
権
性
と
法
律
の
役
割

　
九
三
年
宣
一
言
第
一
六
条
は
、
財
産
権
を
「
市
民
の
権
利
」
と
し
、
第
一

八
条
は
財
産
収
用
の
要
件
と
し
て
「
公
の
必
要
」
の
「
明
自
」
性
を
加
え

ず
、
法
律
が
認
定
し
得
る
「
公
の
必
要
」
の
範
囲
を
広
く
残
し
て
い
た
。

既
存
財
産
権
を
規
制
す
る
法
律
の
役
割
が
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
た
と
言
え
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る
が
、
そ
れ
は
法
律
に
よ
る
規
制
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
財
産
権
の
自
然

権
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
生
存
H
所
有
H
自
然
権
の
保
障
の
た

め
に
、
そ
の
実
現
の
障
害
と
な
う
て
い
る
大
財
産
に
一
定
の
制
限
を
課
す

べ
き
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
自
然
権
に
対
し
て
法
律
を
対

置
す
る
よ
り
も
、
自
然
権
H
目
的
・
法
律
H
手
段
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て

い
る
。

第
六
部

一
七
九
五
年
宣
言
と
財
産
権
1
「
社
会
秩
序
」

の
基
礎
と
し
て
の
財
産
権
の
確
立
へ

　
テ
ル
、
・
、
ド
ー
ル
の
反
動
に
よ
っ
て
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
排
除
し
た
国
民

公
会
は
、
急
速
に
保
守
化
す
る
。
封
建
制
の
復
活
こ
そ
な
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
国
有
財
産
の
売
却
は
民
衆
の
購
入
が
到
底
不
可
能
な
方
式
で
行
わ
れ
、

共
同
地
分
割
法
は
「
農
地
均
分
法
」
で
あ
る
と
し
て
執
行
停
止
が
決
定
さ

れ
た
。
総
最
高
価
格
法
は
真
っ
先
に
廃
止
さ
れ
て
、
取
引
の
自
由
が
膜
則

と
し
て
は
復
活
し
た
。

　
こ
の
時
期
の
九
五
年
宣
言
を
中
心
と
す
る
議
会
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
の
財
産
権

論
で
は
、
九
三
年
と
異
な
り
、
「
生
存
の
権
利
」
と
そ
の
た
め
の
財
産
権

の
保
障
と
い
う
観
点
は
著
し
く
後
退
し
た
。
し
た
が
っ
て
「
生
存
の
権

利
」
を
実
現
す
る
た
め
の
大
財
産
の
制
限
の
主
張
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

く
な
っ
た
。

　
「
自
然
権
」
に
は
強
い
警
戒
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
自
然
権
」
が
民

衆
の
「
生
存
の
権
利
」
と
財
産
権
論
の
大
き
な
武
器
だ
う
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
自
然
状
態
は
「
非
財
産
所
有
者
が
統
治
す
る
」
（
ボ
ワ
シ
ー
・
ダ
ン

グ
ラ
演
説
）
否
定
す
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
民
衆
の
自
然
権
1
1
生
存
の
権
利

の
要
求
を
安
易
に
認
め
る
こ
と
は
ア
ナ
ー
キ
ー
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
九

五
年
の
議
会
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
は
、
こ
れ
に
対
し
て
「
社
会
秩
序
」
（
ボ
ワ
シ

ー
・
ダ
ン
グ
ラ
演
説
お
よ
び
義
務
£
旦
言
第
八
条
）
を
対
置
し
た
。
彼
ら

に
と
っ
て
「
社
会
秩
序
」
と
は
、
自
然
権
を
根
拠
と
す
る
民
衆
の
財
産
権

の
保
障
と
そ
の
た
め
の
既
存
財
産
権
制
限
の
要
求
を
排
除
し
、
既
存
財
産

権
を
安
定
的
に
保
障
す
る
た
め
の
有
産
者
の
統
治
で
あ
っ
た
。

結
論
　
　
二
つ
の
自
然
権
的
財
産
権
論
－

〈
1
〉
　
二
つ
の
目
然
権
的
財
産
権
論

a
　
財
産
権
の
正
当
化
と
制
限
の
あ
り
方

　
以
上
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
議
会
に
代
表
さ
れ
る
ブ
ル
ジ

ヨ
ワ
ジ
ー
と
民
衆
か
ら
二
つ
の
異
な
る
財
産
権
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
ブ

ル
ジ
冨
ワ
ジ
ー
は
自
己
に
対
す
る
所
有
と
労
働
に
対
す
る
所
有
を
区
別
す

る
こ
と
で
、
労
働
力
の
譲
渡
と
他
者
の
労
働
生
産
物
の
支
配
を
容
認
し
た

の
に
対
し
て
、
民
衆
は
自
己
と
労
働
の
分
離
を
原
則
と
し
て
認
め
な
か
っ

た
。
土
地
所
有
に
つ
い
て
も
、
民
衆
は
先
占
や
悪
し
き
法
律
に
よ
っ
て
正

当
化
さ
れ
る
既
存
土
地
所
有
を
認
め
ず
、
自
已
の
耕
作
労
働
H
利
用
を
根

拠
に
し
て
生
存
に
必
要
な
生
産
物
を
得
る
た
め
の
土
地
所
有
を
主
張
し
た
。

ま
た
、
財
産
権
の
制
限
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
は
最

も
民
衆
に
接
近
し
た
九
三
年
に
お
い
て
も
万
人
の
生
存
の
権
利
の
実
現
n

H
公
の
必
要
」
の
理
論
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
限
を
例
外
的
な
も
の

と
し
た
の
に
対
し
て
、
民
衆
は
「
肉
体
的
必
要
の
範
囲
」
の
財
産
権
を
万

人
に
保
障
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
上
の
財
産
を
も
つ
者
が
存
在
し
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
て
、
全
面
的
な
制
限
を
主
張
し
た
。

b
　
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
と
法
律
の
内
容

　
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
と
社
会
・
国
家
・
法
律
に
つ
い
て
も
、
ブ
ル
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ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
と
民
衆
は
そ
こ
に
正
反
対
の
「
内
容
」
を
与
え
よ
う
と
し
た
。

ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
は
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
が
、
不
平
等
な
財
産
権
へ

と
発
展
す
る
性
格
を
重
視
し
た
。
そ
し
て
不
平
等
な
既
存
財
産
権
を
事
後

的
に
自
然
権
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
法
律
に
つ

い
て
も
自
ら
の
望
む
財
産
権
を
保
障
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
限
り
は
そ

れ
を
重
視
し
、
「
法
律
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
自
ら
の
財
産
権

の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
主
張
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
民
衆
は
、
自
ら
の
生
存
を
も
脅
か
す
既
存
の
財
産
権
を

批
判
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
民
衆
の
批
判
の
原
理
は
、

不
平
等
な
財
産
権
へ
と
発
展
す
る
前
の
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
で
あ
っ

た
。
既
存
の
財
産
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
法
律
に
対
し
て
自
然
権
と

し
て
の
財
産
権
を
対
置
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
民
衆

で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
民
衆
は
あ
る
べ
き
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
と

合
致
し
な
い
既
存
財
産
権
を
全
面
的
に
制
限
し
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た

め
の
社
会
契
約
と
法
律
を
主
張
し
た
。

〈
2
〉
　
自
然
権
的
財
産
権
n
「
市
民
階
級
」
の
財
産
権
論
の
問
題
点

　
こ
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
異
な
る
内
容
の
二
つ
の
財
産
権
が
主
張
さ
れ
た

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
す
で
に
形
成
途
上

の
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
と
民
衆
の
対
立
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
自

己
の
労
働
」
に
基
礎
を
お
き
、
「
労
働
生
産
物
の
処
分
の
自
由
」
を
確
立

し
よ
う
と
す
る
「
市
民
階
級
」
を
担
い
手
と
し
た
財
産
権
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
は
す
で
に
他
人
の
労
働
生
産
物
の
支
配
を
認
め

て
い
た
し
、
民
衆
は
「
労
働
生
産
物
の
処
分
の
自
由
」
を
否
定
し
て
、
共

同
体
的
な
規
制
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
ぺ
き
財
産
権
を
主
張
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

〈
3
〉
　
自
然
権
的
財
産
権
1
－
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
の
財
産
権
論
の
問
題
点

　
し
か
し
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
と
民
衆
の
対
立
は
、
必
ず
し
も
財
産
権
を

自
然
権
と
み
な
す
か
否
か
を
め
ぐ
る
対
立
で
は
な
か
っ
た
。
目
的
…
自
然

権
と
し
て
の
財
産
権
と
手
段
“
法
律
に
異
な
る
内
容
を
与
え
よ
う
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
と
も
に
自
然

権
を
保
障
す
る
た
め
に
社
会
契
約
を
結
び
、
法
律
を
定
め
る
と
い
う
目

的
・
手
段
の
関
係
を
強
調
し
て
い
た
。

　
従
来
の
見
解
は
、
革
命
前
を
自
然
状
態
、
革
命
を
社
会
契
約
、
革
命
後

を
社
会
状
態
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
ブ
ル

ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
も
民
衆
も
既
存
財
産
権
は
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
も
の

と
考
え
た
。
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
は
「
だ
か
ら
不
可
侵
だ
」
と
主
張
し
た
の

に
対
し
て
、
民
衆
は
そ
の
法
律
は
自
然
権
に
反
す
る
財
産
権
を
保
障
し
て

い
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
は
、
社
会
・
国
家
・
法
律
と
対
立
的

二
者
択
一
的
関
係
に
あ
る
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
財
産
権
の
目

然
権
性
の
重
視
と
社
会
・
由
家
・
法
律
の
重
視
は
実
は
異
な
る
次
元
の
問

題
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
と
民
衆
は
各
々
が
異
な
る
目
的
の
た
め
に

異
な
る
手
段
を
選
ん
だ
が
、
両
者
と
も
自
然
権
も
社
会
．
国
家
．
法
律
も

重
視
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

〈
4
〉
　
自
然
権
的
財
産
権
論
の
役
割
と
限
界
－
今
後
の
課
題

　
プ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
と
民
衆
は
対
立
す
る
財
産
権
を
主
張
し
な
が
ら
も
、

自
然
権
と
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
社
会
契
約
と
い
う
自
然
権
恩
想
の
枠

組
み
を
共
有
し
て
・
い
た
。
ま
た
自
然
権
思
想
は
自
己
・
労
働
に
基
礎
を
お

く
独
立
小
生
産
者
的
な
財
産
権
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、
不
平
等
な
財
産
の

蓄
積
を
「
自
然
」
な
も
の
と
し
て
容
認
す
る
理
論
を
含
ん
で
い
た
。
ブ
ル
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ジ
冒
ワ
ジ
ー
は
後
者
の
側
面
を
重
視
し
て
そ
れ
を
保
障
す
る
国
家
・
法
律

を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
民
衆
は
前
者
の
側
面
を
実
現
す
る
た
め
に
後
者

を
制
限
す
る
社
会
・
国
家
・
法
律
を
主
張
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
も
民
衆
も
独
立
小
生
産
者
的
な
財
産
権
を
出
発
点
と
し
、

理
想
と
し
て
共
有
し
て
い
た
た
め
に
、
自
然
権
思
想
は
両
階
層
を
結
合
さ

せ
る
理
論
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
独
立
小
生
産
者
的
な
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
の
理
想
は
、
ブ

ル
ジ
冒
ワ
ジ
ー
に
と
っ
て
は
資
本
主
義
の
全
面
的
な
展
開
に
対
す
る
ブ
レ

ー
キ
と
な
り
、
民
衆
に
と
ウ
て
は
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
に
対
抗
す
る
た
め
の

十
分
な
武
器
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
産
業
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
自

然
権
恩
想
は
後
退
し
、
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
公
的
自
由
（
；
亭

忘
ω
君
彗
ε
窃
）
が
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
。
ま
た
や
が
て
登
場
す
る

マ
ル
ク
ス
は
自
然
権
概
念
と
そ
の
中
核
で
あ
る
財
産
権
の
ブ
ル
ジ
冒
ワ
挫

を
徹
底
的
に
批
判
し
、
私
的
財
産
権
を
否
定
す
る
社
会
主
義
の
理
論
を
構

築
す
る
。
こ
う
し
た
近
代
に
い
た
る
財
産
権
論
の
そ
の
後
の
行
方
を
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
を
支
配
し
た
独
立
小
生
産
的
な
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
の

理
想
の
位
置
づ
け
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
す

る
。

〔
博
±
論
文
審
査
要
旨
〕

論
文
題
目
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
財
産
権

－
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
財
産
権
論
と
自
然
権
思
想
－

論
文
審
査
委
員

浦原杉
田田原
一尚泰
郎彦雄

（
一
）
申
請
者
田
村
理
氏
は
、
昨
年
度
末
に
提
出
し
た
博
士
課
程
単
位
修

得
論
文
に
つ
い
て
高
い
評
価
を
え
た
。
そ
の
後
、
日
本
学
術
振
輿
会
の
特

別
研
究
員
と
な
っ
て
、
同
論
文
に
つ
き
指
摘
さ
れ
た
若
干
の
問
題
点
等
を

さ
ら
に
検
討
し
、
本
論
文
を
提
出
し
た
。
そ
れ
は
、
二
百
字
詰
原
稿
用
紙

二
千
五
百
枚
に
達
す
る
大
部
の
も
の
で
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て

い
る
。序

論
　
問
題
の
所
在

　
－
　
問
題
状
況
と
歴
史
的
研
究
の
意
義

　
皿
　
学
説
の
批
判
的
検
討
と
問
題
提
起

　
皿
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
全
体
像

　
w
　
論
文
の
構
成

第
一
部
　
革
命
前
夜
の
財
産
を
め
ぐ
る
状
況

　
第
一
章
　
土
地
・
農
業

　
第
二
章
　
穀
物
取
引
の
規
則
－
食
糧
供
給
政
策
と
商
業
政
策
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塑
二
章

第
二
部

　
第
一
章

　
第
二
章

第
三
部

　
絶
対
王
政
と
フ
ラ
ン
ス
革
命

財
産
権
思
想

　
ロ
ッ
ク
の
財
産
権
思
想

　
ル
ソ
ー
の
財
産
権
思
想

一
七
八
九
年
宣
言
と
財
産
権
－
「
神
聖
不
可
侵
」

産
権

の
財

　
第
；
阜
　
一
七
八
九
年
童
言
の
成
立

　
第
二
章
　
財
産
に
関
す
る
諸
立
法

　
第
三
章
　
一
ゼ
八
九
年
に
お
け
る
財
産
権
の
構
造

　
第
四
章
　
「
不
可
侵
の
財
産
権
」
の
可
能
性
－
第
四
部
．
第
五

　
　
　
　
部
へ
の
見
通
し
ー
ク
ー
ル
ナ
ン
『
財
産
権
あ
る
い
は

　
　
　
　
貧
困
の
原
因
に
つ
い
て
』
を
中
心
に
－

第
四
部
　
民
衆
と
財
産
権
－
「
生
存
の
権
利
」
の
実
現
と
財
産
権

　
第
一
章
　
民
衆
の
行
動
と
要
求

　
第
二
章
　
民
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

　
第
一
二
章
　
民
衆
の
財
産
権
の
構
造

第
五
部
　
一
七
九
三
年
宣
言
と
財
産
権
－
民
衆
的
財
産
権
論
へ
の

　
　
　
　
接
近

　
第
一
章
　
一
七
九
三
年
宣
言
の
成
立

　
第
二
章
財
産
に
関
す
る
諸
立
法

　
第
三
章
　
一
七
九
三
年
宣
言
に
お
け
る
財
産
権
の
構
造

　
第
四
章
　
革
命
政
府
と
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
－
第
六
部
へ
の

　
　
　
　
　
見
通
し
－

第
六
部
　
一
七
九
五
年
宣
言
と
財
産
権
－
「
社
会
秩
序
」
の
基
礎

　
　
　
　
と
し
て
の
財
産
権
の
確
立
へ
1

　
第
一
章
　
一
七
九
五
年
宣
言
の
成
立

　
第
二
章
財
産
に
関
す
る
諸
立
法

　
塑
二
章
　
一
七
九
五
年
宣
言
に
お
け
る
財
産
権
の
構
造

　
第
四
章
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
終
焉

結
論
　
二
つ
の
自
然
権
的
財
産
権
論
ー
ま
と
め
と
課
題

　
一
　
二
つ
の
自
然
的
財
産
権
論
ー
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
の
財
産
権

　
　
　
と
民
衆
の
財
産
権
－

　
二
　
自
然
権
思
想
と
独
立
小
所
有
の
理
想

（
二
）
本
論
文
の
要
旨
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
序
論
」
で
は
、
財
産
権
を
め
ぐ
る
憲
法
学
界
で
の
問
題
状
況
を
概
観

し
、
問
題
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
本
論
文
の
基
礎
と
な
る
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
基
本
構
造
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
そ
の
1
で
は
、
憲
法
学
界
に
お
け

る
財
産
権
の
研
究
が
歴
史
的
実
証
的
研
究
を
欠
い
て
い
る
事
実
を
ふ
ま
え

て
、
本
論
文
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
「
財
産
権
」
（
肩
O
旦
Φ
鼻

亭
o
岸
ま
肩
o
召
蚕
耐
）
の
実
証
的
研
究
を
す
る
旨
を
宣
明
す
る
。
そ
の

皿
で
は
、
ま
ず
市
民
革
命
期
の
財
産
権
に
か
ん
す
る
二
つ
の
主
要
な
学
説

を
紹
介
す
る
。
第
一
は
、
市
民
革
命
期
の
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
を

「
目
己
の
労
働
」
に
基
礎
を
お
き
、
「
市
民
階
級
」
を
担
い
手
と
す
る
と
説

く
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
労
働
に
よ
る
所
有
」
論
に
よ
っ
て
正
当
化

さ
れ
、
自
然
権
性
を
重
視
す
る
市
民
革
命
期
の
財
産
権
論
「
（
ロ
ツ
ク
型

財
産
権
論
」
）
を
当
時
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
の
も
の
と
み
な
し
、
自
然
権

性
を
否
定
す
る
民
衆
的
財
産
権
論
（
「
ル
ソ
ー
型
財
産
権
論
」
）
に
対
置
す
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る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
皿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
構
造
に
つ
い
て
、
高

橋
幸
八
郎
史
学
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
樋
口
陽
一
説
、
さ
ら
に
は
「
修
正

派
」
の
見
解
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
政
治
過
程
や
憲
法
の
基
本
閤
題
を

合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
と
し
て
、
「
主
流
派
」
の
「
複
合
革
命
論
」
に

よ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

　
第
一
部
で
は
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
財
産
を
め
ぐ
る
状
況

を
概
観
す
る
。
そ
の
第
一
章
で
は
、
⊥
⊥
地
・
農
業
問
題
に
つ
い
て
、
半
封

建
的
土
地
所
有
の
展
開
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
地
主
の
出
現
、
農
村
共
同
体
と
農

地
個
人
主
義
政
策
の
対
立
等
を
確
認
す
る
。
そ
の
第
二
章
で
は
、
商
業
を

め
ぐ
る
状
況
を
（
と
く
に
穀
物
取
引
の
自
由
の
樹
立
を
求
め
る
動
き
を
）
、

食
糧
の
確
保
を
求
め
る
民
衆
の
動
き
と
の
対
抗
の
中
で
検
討
す
る
。
そ
の

第
三
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
絶
対
王
政
と
の
関
係
で
検
討
し
て
い
る
。

　
第
二
部
で
は
、
市
民
革
命
期
の
代
表
的
な
財
産
権
論
と
し
て
、
ロ
ッ
ク

と
ル
ソ
ー
の
そ
れ
を
検
討
す
る
。
こ
の
二
つ
は
当
時
の
財
産
権
論
の
二
つ

の
対
立
的
基
本
類
型
と
し
て
の
重
要
性
ζ
も
っ
て
い
る
と
す
る
。

　
そ
の
第
一
章
で
は
、
ロ
ッ
ク
を
検
討
し
、
そ
の
財
産
権
論
の
特
徴
を
以

下
の
よ
う
に
析
出
す
る
。
ω
「
労
働
に
よ
る
所
有
」
論
に
よ
っ
て
、
労
働

カ
の
譲
渡
と
他
人
の
労
働
生
産
物
の
支
配
を
認
め
る
資
本
主
義
的
財
産
権

が
正
当
化
さ
れ
る
。
ω
「
貨
幣
使
用
の
同
意
」
に
よ
っ
て
、
無
益
な
減
失

の
禁
止
（
「
腐
敗
制
限
」
）
が
解
除
さ
れ
、
財
産
の
無
限
の
蓄
積
・
財
産
の

不
平
等
が
認
め
ら
れ
る
。
⑭
不
平
等
な
財
産
の
現
状
が
自
然
法
の
み
な
ら

ず
実
定
法
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
。
ω
身
分
・
財
産
に
よ
る
制
限
選

挙
に
よ
っ
て
立
法
権
を
人
民
以
外
の
手
に
委
ね
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
。

㈲
そ
の
よ
う
な
財
産
権
を
保
障
す
る
法
律
へ
の
服
従
が
と
か
れ
る
。

　
そ
の
第
二
章
で
は
、
ル
ソ
ー
の
財
産
権
論
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
検

討
す
る
。
ω
労
働
力
の
譲
渡
を
否
定
す
る
。
ω
財
産
の
不
平
等
は
「
悪
の

根
源
」
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。
㈹
不
平
等
な
財
産
状
況
を
自
然
権
の
名
に

お
い
て
肯
定
す
る
ロ
ソ
ク
を
批
判
し
、
か
つ
現
状
を
肯
定
す
る
社
会
・
法

律
も
批
判
す
る
。
ω
そ
の
よ
う
な
不
平
等
状
態
を
克
服
す
る
た
め
に
、
自

然
権
の
全
部
譲
渡
を
主
張
し
、
一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律
を
重
視

す
る
。
⑤
一
般
意
思
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
人
民
主
権
を
原
理
と
す
る
。

　
第
三
部
で
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
の
第
二
条
と
第
一
七
条
に
集
約

さ
れ
る
、
革
命
初
期
に
お
け
る
議
会
ブ
ル
ジ
目
ワ
の
財
産
権
論
を
検
討
す

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
そ
の
第
一
章
で
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
の
成
立
、
同
宣
言
の
一
七

九
一
年
憲
法
へ
の
編
入
と
同
憲
法
の
成
立
の
過
程
を
、
財
産
権
に
関
す
る

条
項
を
中
心
に
実
証
的
に
検
討
す
る
。
そ
の
第
二
章
で
は
、
一
七
八
九
年

か
ら
一
七
九
一
年
に
か
け
て
、
国
民
議
会
で
制
定
さ
れ
た
財
産
に
か
ん
す

る
諸
立
法
を
検
討
し
、
封
建
地
代
の
有
償
廃
止
の
意
義
、
教
会
財
産
の
売

却
に
お
け
る
小
財
産
所
有
者
の
創
出
の
軽
視
、
農
村
共
同
体
的
規
制
の
排

除
、
財
産
権
の
対
象
と
し
て
の
無
体
財
産
や
債
権
な
ど
の
登
場
を
析
出
す

る
。　

そ
の
第
三
章
で
は
、
国
民
議
会
に
よ
る
革
命
期
の
財
産
権
の
構
造
を
要

約
し
、
議
会
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
が
、
封
建
時
代
の
有
償
廃
止
を
は
じ
め
と
し
て

既
存
の
財
産
秩
序
を
実
質
的
に
維
持
し
つ
つ
、
資
本
主
義
に
適
合
的
な
財

産
権
概
念
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
。
「
労
働
に
よ
る
所
有
」
論
に

よ
っ
て
、
労
働
生
産
物
や
土
地
の
み
な
ら
ず
、
特
許
や
著
作
な
ど
の
無
体

財
産
、
労
働
力
、
債
権
な
ど
も
財
産
権
の
対
象
と
さ
れ
、
肩
o
冒
§
σ
は
、

「
所
有
権
」
を
超
え
、
現
代
憲
法
学
の
「
財
産
権
」
に
相
当
し
う
る
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
制
約
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
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る
内
在
的
制
約
と
公
用
収
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
第
四
都
で
は
、
民
衆
の
財
産
権
論
を
検
討
す
る
。

　
そ
の
第
；
早
で
は
、
民
衆
運
動
を
具
体
的
に
検
討
し
、
そ
の
中
で
民
衆

の
財
産
権
論
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
第
二
章
で

は
、
民
衆
の
要
求
を
体
系
的
な
財
産
権
論
と
し
て
展
開
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・

ル
ー
と
ピ
エ
ー
ル
・
ド
リ
ヴ
ィ
エ
を
検
討
す
る
。
両
者
と
も
、
自
然
権
思

想
に
依
拠
し
て
、
「
生
存
の
権
利
」
の
確
保
の
た
め
に
既
存
の
財
産
権
を

厳
し
く
規
制
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
。

　
そ
の
蟹
二
章
で
は
、
民
衆
の
財
産
権
の
構
造
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
す

る
。
ω
そ
こ
で
は
、
「
生
存
の
権
利
」
の
実
現
が
と
く
に
重
視
さ
れ
て
い

た
。
②
そ
の
た
め
の
財
産
は
、
自
己
労
。
働
に
よ
っ
て
獲
得
す
ぺ
き
も
の
と

さ
れ
、
労
働
力
の
譲
渡
は
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
た
。
㈹
土
地
所
有

に
つ
い
て
も
そ
の
観
点
か
ら
そ
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
ω
そ
こ

で
は
、
あ
る
ぺ
き
財
産
権
が
自
然
権
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
法
律
も
無
条
件

で
信
頼
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

　
第
五
部
で
は
、
革
命
中
期
に
お
け
る
議
会
の
財
産
権
論
を
検
討
す
る
。

内
外
の
危
機
に
押
さ
れ
て
議
会
ブ
ル
ジ
目
ワ
は
、
民
衆
に
大
き
く
譲
歩
し

て
い
る
が
、
な
お
、
民
衆
と
一
線
を
画
し
た
財
産
権
論
を
維
持
し
て
い
た

と
す
る
。

　
そ
の
第
一
章
で
は
、
一
七
九
三
年
人
権
宣
言
の
成
立
過
程
を
、
財
産
権

条
項
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
の
第
二
章
で
は
、
亡
命
者
財
産
の
没
収
と
売

却
、
共
同
地
の
分
割
、
総
最
高
価
格
法
な
ど
財
産
関
連
立
法
と
そ
の
運
用

を
検
討
す
る
。

　
そ
の
塞
二
章
で
は
、
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
時
期
の
議
会
の

財
産
権
論
を
要
約
す
る
。
ω
議
会
は
「
生
存
の
権
利
H
自
然
権
」
の
保
障

を
求
め
る
民
衆
の
主
張
に
著
干
の
譲
歩
を
し
つ
つ
も
、
生
存
の
権
利
と
そ

の
た
め
の
財
産
権
の
保
障
の
あ
り
方
は
、
民
衆
の
場
合
も
異
な
っ
て
い
た
。

議
会
は
、
万
人
の
生
存
が
保
障
さ
れ
れ
ぱ
、
財
産
の
不
平
等
は
肯
定
す
ぺ

き
も
の
と
し
て
い
た
。
万
人
の
生
存
の
た
め
の
財
産
権
の
制
限
は
、
公
用

収
用
と
補
償
で
対
処
す
べ
き
例
外
的
な
措
置
と
し
て
い
た
。
②
そ
こ
で
は
、

財
産
権
の
自
然
権
性
は
な
お
肯
定
さ
れ
て
い
た
。

　
第
六
部
で
は
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
以
降
に
お
け
る
議
会
の
財
産
権

論
を
検
討
す
る
。
そ
の
第
一
章
で
は
、
財
産
権
に
関
連
す
る
現
象
を
中
心

に
、
一
七
九
三
年
体
制
を
否
定
す
る
一
七
九
五
年
人
権
宣
言
の
成
立
過
程

を
検
討
し
、
そ
の
第
二
章
で
は
、
こ
の
時
期
の
議
会
が
制
定
し
た
財
産
権

関
連
立
法
を
検
討
し
、
国
有
財
産
売
却
方
法
の
変
更
、
共
同
地
分
割
法
の

執
行
停
止
、
総
最
高
価
格
法
の
廃
止
な
ど
に
及
ぶ
。

　
そ
の
第
三
章
で
は
、
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
…
「
生
存
の
権
利
」

と
そ
の
た
め
の
財
産
権
の
保
障
と
い
う
観
点
が
大
き
く
後
退
し
、
「
生
存

の
権
利
」
を
実
現
す
る
た
め
に
財
産
権
を
制
限
す
る
と
い
う
主
張
も
ほ
と

ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ω
既
存
の
財
産
権
の
安
定
的
保
障
の
た

め
に
「
自
然
権
」
に
対
し
て
強
い
警
戒
が
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
を

指
摘
す
る
。

　
「
結
論
」
で
は
、
本
論
文
の
全
体
を
要
約
し
、
今
後
の
課
題
を
提
示
す

る
。

　
そ
の
一
で
は
、
二
つ
の
自
然
権
的
財
産
権
論
が
存
在
し
た
と
す
る
。
ブ

ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
と
民
衆
の
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
相
違
は
、
以
下
の
よ

う
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ω
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
は
、
自
己
に
対
す
る
所
有
と

労
働
に
対
す
る
所
有
を
区
別
し
、
労
働
力
の
譲
渡
と
他
人
の
労
働
生
産
物

の
支
配
を
認
め
て
い
た
が
、
民
衆
は
目
己
と
労
働
の
分
離
を
原
則
と
し
て
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認
め
な
か
っ
た
。
ω
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
は
、
財
産
権
に
対
す
る
制
限
を
つ

ね
に
例
外
的
な
も
の
と
し
て
い
た
が
、
民
衆
は
万
人
の
生
存
の
た
め
に
過

大
な
財
産
に
つ
い
て
の
全
面
的
な
制
限
を
主
張
し
て
い
た
。
㈹
両
者
と
も

自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
を
主
張
し
て
い
た
が
、
ブ
ル
ジ
冒
ワ
ジ
ー
は
不

平
等
な
財
産
を
擁
護
す
る
た
め
に
そ
れ
を
用
い
、
民
衆
は
既
存
の
財
産
権

を
批
判
す
べ
く
あ
る
ぺ
き
自
然
権
と
し
て
の
財
産
権
を
主
張
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
「
自
己
の
労
働
」
に
基
礎
を
お
き
、
「
労
働
生
産
物
の
処
分
の
自

由
」
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
「
市
民
階
級
」
の
財
産
権
論
は
、
現
実
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
、
他
人
の
労
働
生
産
物

の
支
配
を
認
め
て
お
り
、
民
衆
は
「
労
働
生
産
物
の
処
分
の
自
由
」
を
否

定
し
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
と
民
衆
の
対
立
が
、
必
ず
し
も
財
産
権
を

自
然
権
と
み
な
す
か
否
か
の
対
立
で
は
な
く
、
目
的
と
し
て
の
自
然
権
た

る
財
産
権
と
手
段
と
し
て
の
国
家
・
法
律
に
い
か
な
る
内
容
を
与
え
る
か

に
よ
っ
て
生
じ
た
対
立
で
あ
っ
た
旨
を
強
調
す
る
。

　
そ
の
二
で
は
、
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
と
民
衆
が
、
相
異
な
る
内
容
の
財
産

権
を
主
張
し
つ
つ
も
、
と
も
に
自
然
権
思
想
の
枠
組
み
を
共
有
し
て
い
た

こ
と
、
自
然
権
思
想
は
「
労
働
に
よ
る
所
有
」
と
い
う
小
生
産
者
的
な
財

産
権
論
を
出
発
点
と
し
つ
つ
も
、
不
平
等
な
財
産
の
蓄
積
を
容
認
す
る
側

面
を
も
っ
て
お
り
、
民
衆
が
そ
の
前
者
の
側
面
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が

そ
の
後
者
の
側
面
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
両
者
と
も
独
立
小
生

産
者
的
な
財
産
権
を
出
発
点
と
し
て
い
た
の
で
、
自
然
権
論
が
両
者
を
結

合
さ
せ
る
理
論
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
出

発
点
の
故
に
、
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
に
と
っ
て
は
資
本
主
義
を
展

開
す
る
う
え
で
ブ
レ
ー
キ
と
な
り
、
民
衆
に
と
っ
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

に
対
抗
す
る
十
分
な
武
器
に
な
り
え
な
か
ウ
た
と
す
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
自
然
権
思
想
は
後
退
す
る
が
、
財
産
権
の
保
障
制

度
と
そ
の
批
判
論
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
を
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
期
に
お
け
る
独
立
小
生
産
者
的
な
自
然
権
的
財
産
権
論
と
の
関
係
で

検
討
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
だ
と
す
る
。

（
三
）
　
以
上
が
本
論
文
の
要
旨
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
実
証
性
を
重
視
し

か
つ
憲
法
学
と
歴
史
学
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
諸
科
学
の
成
果
を
総
合
的

に
活
用
す
る
そ
の
方
法
と
そ
れ
を
遂
行
す
る
着
実
な
研
究
態
度
の
故
に
、

近
代
市
民
革
命
期
に
お
け
る
財
産
権
の
憲
法
科
学
的
研
究
と
し
て
は
、
日
■

本
に
お
け
る
従
来
の
研
究
水
準
を
超
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の

憲
法
学
は
、
若
干
の
研
究
を
別
と
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
実
証
的
研

究
を
怠
っ
て
き
た
が
、
本
研
究
は
、
そ
の
意
味
で
日
本
の
憲
法
学
の
空
白

を
大
き
く
補
う
も
の
で
あ
り
、
財
産
権
に
か
ん
す
る
憲
法
科
学
的
研
究
の

礎
石
を
据
え
る
も
の
と
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
本
論
文
の
構
成
と
記
述
お
よ
ぴ
論
文
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
主

要
文
献
一
覧
と
本
文
の
注
記
等
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
必
要
な
第

一
次
お
よ
ぴ
第
二
次
資
料
が
的
確
に
収
集
・
利
用
さ
れ
て
お
り
、
信
頼
性

と
密
度
の
高
い
論
文
と
な
っ
て
い
る
。

　
ω
　
こ
の
種
の
研
究
に
お
い
て
は
、
な
に
よ
り
も
、
憲
法
学
と
歴
史
学

を
は
じ
め
と
す
る
社
会
諸
科
学
の
研
究
成
果
の
総
合
的
活
用
が
論
文
の
水

準
を
決
定
す
る
回
本
論
文
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
成
功
し
て
い
る
。
歴

史
学
等
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
当
時
の
財
産
権
を
め
ぐ
る
憲
法
現
象
の
解
明

に
つ
と
め
、
そ
の
憲
法
現
象
の
認
識
を
ふ
ま
え
て
歴
史
学
等
の
成
果
に
問

い
か
け
る
手
法
は
、
本
論
文
の
水
準
を
高
め
る
と
も
に
、
本
論
文
に
憲
法

学
を
超
え
る
影
響
カ
を
与
え
て
い
る
。

219



一橋論叢 第112巻第1号 平成6年（1994年）7月号　（220）

　
㈹
　
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
分
野
の
研
究
は
、
実
証
的
研
究
を
媒
介
と

せ
ず
に
、
特
定
の
革
命
構
造
論
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
ウ
て
、
そ
こ
か

ら
演
縄
的
に
当
時
の
財
産
権
論
を
導
き
出
す
傾
向
に
さ
え
あ
ウ
た
。
ま
た
、

ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
の
財
産
権
論
を
自
然
権
的
と
し
、
民
衆
の
そ
れ
を
実
定

法
的
と
す
る
議
論
に
も
、
ル
ソ
ー
の
理
論
を
無
条
件
で
民
衆
の
理
論
と
す

る
実
証
性
を
欠
く
即
断
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
か
ん
す
る
申
請
者
の

問
題
提
起
は
、
憲
法
科
学
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
ず
る
だ
け
で
な
く
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
構
造
論
に
つ
い
て
も
再
検
討
を
せ
ま
る
も
の
と
い
え
る
。

　
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
に
お
け
る
従
来
の
研
究
水
準
を

超
え
、
田
中
正
司
氏
や
浦
田
一
郎
氏
の
研
究
と
と
も
に
、
財
産
権
の
憲
法

科
学
的
研
究
の
礎
石
を
据
え
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
問
題
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ぱ
、
ル
ソ
ー
的
な
人
権
論
に
つ
い
て
、
民
衆
と

の
相
違
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
そ
の
民
衆
に
お
い
て
そ
の
人
権
論
と
主
権
論

（
人
民
主
権
論
）
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
は
、

十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
革
命
の
初
期
・
中
期
・
末
期
と
分

け
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
財
産
権
論
と
、
そ
の
制
約
論
を
検
討
し
つ
つ
も
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
で
最
終
的
に
樹
立
さ
れ
た
「
公
の
必
要
」
と
い
う
財

産
権
の
制
約
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
な
お
十
分
に
解
明

さ
れ
て
い
る
と
は
患
わ
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
点
は
、
い
ず
れ
も
無
視
し
え
な
い
問
題
で
は
あ
っ
て
も
、
本

論
文
の
研
究
の
成
果
と
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
研
究
の
方
法
を
け
が
す
も
の

で
は
な
い
し
、
申
請
者
自
身
が
容
易
に
補
正
し
う
る
も
の
と
も
思
う
。

　
蕃
査
員
一
同
は
、
上
記
の
よ
う
な
論
文
の
評
価
と
口
述
試
験
の
結
果
に

も
と
づ
き
、
申
請
者
に
一
橋
大
学
博
士
（
法
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の

が
適
当
と
判
断
す
る
。

　
　
一
九
九
四
年
二
月
九
日
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