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判
　
例
　
研
　
究

八
六

（
九
三
二
）

〔
民
法
　
二
六
〕
　
物
上
請
求
権
と
消
滅
時
効
な
い
し
失
効
の
原
則

（
耀
縷
葦
羅
難
雛
嘉
卿
欝
求
　
）

　
【
判
示
事
項
】
　
所
有
権
に
基
く
物
上
請
求
権
は
、
所
有
権
が
消
滅
時
効
に
か

か
ら
な
い
以
上
、
そ
の
派
生
権
と
し
て
消
減
時
効
に
か
か
ら
な
い
。

　
【
参
照
条
文
】
　
民
法
一
条
、
一
六
七
条

　
【
事
実
】
　
X
の
所
有
地
上
に
訴
外
A
が
建
物
を
（
恐
ら
く
無
断
で
）
建
築
し
、

Y
Z
等
が
A
よ
り
当
該
建
物
を
買
取
つ
て
商
売
を
営
ん
で
い
た
。
X
は
本
件
宅

地
が
何
れ
土
地
区
画
整
理
に
な
る
や
も
し
れ
ぬ
と
予
測
し
な
が
ら
、
と
く
に
占

有
者
も
調
ぺ
ず
に
放
置
し
て
い
た
。
Y
Z
等
は
市
役
所
へ
行
つ
て
本
件
宅
地
の

所
有
者
を
探
し
た
が
、
誰
の
所
有
地
か
不
明
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
約
九
年
余
に

わ
た
り
同
宅
地
を
占
有
し
て
来
た
が
、
X
よ
り
家
屋
収
去
・
土
地
明
渡
を
求
め

ら
れ
て
、
は
じ
め
て
X
が
そ
の
土
地
の
所
有
者
た
る
こ
と
を
知
る
に
至
つ
た
。

Y
Z
等
は
X
の
物
上
請
求
権
の
時
効
に
よ
る
消
滅
・
及
び
失
効
の
原
則
を
採
用

し
て
抗
弁
。

　
【
判
旨
】
　
請
求
認
容
。
原
告
勝
訴
。

　
所
有
権
は
絶
対
権
で
あ
つ
て
こ
れ
を
行
使
す
る
か
し
な
い
か
は
自
ら
そ
の
所

有
権
者
に
任
意
に
委
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
そ
の
所
有
す
る
こ

と
自
体
に
よ
り
権
利
が
顕
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
何
時
ま

で
も
消
滅
時
効
に
か
か
る
余
地
は
な
い
。
而
し
て
所
有
権
に
も
と
ず
く
妨
害
排

除
請
求
権
、
妨
害
予
防
請
求
権
、
所
有
物
返
還
講
求
権
を
主
体
と
し
て
（
こ
れ

は
所
有
権
か
ら
派
生
す
る
物
上
請
求
権
で
あ
る
が
）
の
請
求
権
も
、
所
有
の
状
態

が
続
く
か
ぎ
り
何
時
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
本
体
た
る
所
有
権
に
も
と
ず

き
行
使
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
所
有
権
が
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
以
上
、
こ

の
派
生
権
も
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
（
中
略
）
。



　
所
有
権
自
体
は
消
滅
時
効
に
か
か
ら
ぬ
が
、
派
生
権
た
る
物
上
講
求
権
は
消

滅
時
効
に
し
た
し
む
と
の
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
所
有
は
観
念
上
存
在

す
る
が
占
有
者
に
対
し
返
還
請
求
も
な
し
得
ず
又
侵
害
者
が
あ
つ
て
も
妨
害
排

除
も
な
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
こ
と
に
空
虚
な
権
利
を
認
め
る
こ
と

に
な
っ
て
却
つ
て
社
会
公
共
の
生
活
上
乃
至
は
取
引
上
不
明
瞭
な
状
態
を
認
め

る
こ
と
に
な
り
ひ
い
て
は
権
利
の
混
乱
状
態
を
認
め
る
に
至
る
か
ら
こ
の
見
解

は
不
当
な
こ
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
被
告
等
は
権
利
の
自
壊
の
原
則
が
妥
当
す
る
と
し
て
最
高
裁
判
所
判
決
（
最

高
裁
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
二
日
判
決
）
を
示
す
が
こ
れ
は
契
約
の
解
除
権
の
行

使
が
「
も
は
や
行
使
さ
れ
な
い
も
の
と
信
頼
す
べ
き
正
当
の
事
由
を
有
す
る
に

至
つ
た
た
め
、
そ
の
後
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
信
義
誠
実
に
反
す
る
と
認
め

ら
れ
る
よ
う
な
特
段
の
事
由
が
あ
る
場
含
に
は
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
解
す
る
を

相
当
と
す
る
」
も
の
で
あ
つ
て
前
段
認
定
の
よ
う
な
事
実
の
場
合
に
は
右
判
決

例
は
適
切
で
な
い
。
そ
う
す
る
と
右
に
の
べ
た
よ
う
に
被
告
等
の
時
効
の
主
張

は
何
れ
も
認
容
す
る
限
り
で
な
く
、
又
前
段
認
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
原
告
は

何
れ
土
地
区
画
整
理
に
な
る
や
も
し
れ
澱
と
予
測
し
な
が
ら
特
に
そ
の
占
有
者

た
る
被
告
等
の
氏
名
も
明
ら
か
に
調
べ
ず
約
九
年
の
月
日
を
経
過
し
た
に
と
ど

ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
に
特
段
の
事
情
な
き
本
件
に
あ
つ
て
は
原
告
の
本
件

妨
害
排
除
の
請
求
が
信
義
則
に
反
す
る
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
従
つ
て
被
告
等

の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
【
評
釈
】
　
物
上
請
求
権
に
つ
い
て
消
滅
時
効
お
よ
び
失
効
の
原
則
の
適
用
の

有
無
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
判
決
で
あ
る
。

　
即
ち
こ
の
事
件
で
は
、
原
告
が
占
有
者
の
氏
名
も
調
べ
る
こ
と
な
く
放
置
し

て
い
た
土
地
を
、
被
告
等
が
九
年
余
の
長
期
間
に
わ
た
つ
て
占
有
し
て
来
た
も

の
で
あ
る
が
、
判
旨
は
、
被
告
等
が
援
用
す
る
消
滅
時
効
、
失
効
の
原
則
等
に

つ
い
て
、
い
ず
れ
も
そ
の
適
用
を
排
斥
し
て
、
原
告
の
請
求
を
全
面
的
に
承
認

し
て
い
る
。

　
わ
が
民
法
が
所
有
権
を
消
滅
時
効
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
疑
な
い
（
民
一
六
七
条
二
項
）
。
し
か
し
所
有
権
が
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
、
そ
の
所
有
権
か
ら
派
生
す
る
物
上
請
求
権
も
ま

た
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
と
結
論
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
物
上
請
求
権
を

物
権
と
独
立
し
た
権
利
と
見
る
か
、
物
権
の
作
用
な
い
し
は
効
果
と
見
る
か

は
、
物
権
法
上
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
と
解
す
る
に
も

せ
よ
、
物
上
請
求
権
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
必
ら
ず
し
も
そ
の
本
権
た

る
所
有
権
の
効
力
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
要
は
、
物
上

請
求
権
に
消
滅
時
効
の
適
用
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
．
ま
た
必
要
が
あ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
解
釈
理
論
上
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
専
ら
時
効
制
度
の
観

点
か
ら
定
め
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
判
旨
の
よ
う
に
物
上
請
求
権
に
は
消
滅
時
効
の
適
用
は

な
い
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
私
は
疑
間
を
持
つ
。
た
し
か
に
通
説
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
九
三
三
）



　
　
　
判
例
研
究

よ
う
に
物
上
請
求
権
の
時
効
消
滅
を
否
定
し
て
所
有
権
不
行
使
の
自
由
を
確
保

し
っ
っ
（
所
有
権
に
あ
つ
て
は
不
行
使
も
ま
た
権
利
行
使
の
一
態
容
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
議
論
は
、
今
日
の
法
律
観
よ
り
見
て
大
い
に
疑
わ
し
い
）
、
他
方
、
継
続
し

た
事
実
的
秩
序
の
保
持
と
い
う
時
効
の
目
的
を
、
相
手
方
（
占
有
者
）
の
取
得
時

効
制
度
に
よ
り
志
向
す
る
の
も
、
所
有
権
絶
対
の
理
念
に
忠
実
な
一
つ
の
見
方

で
は
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
請
求
権
と
し
て
の
性
質
か
ら
は
物
上
請
求
権
は
債
権
的
そ
れ
と
異
る

と
こ
ろ
は
な
い
し
、
民
法
が
他
物
権
に
つ
き
消
滅
時
効
の
適
用
を
認
め
て
い
る

こ
と
は
、
既
に
そ
の
前
提
と
し
て
他
物
権
の
物
上
請
求
権
に
つ
い
て
も
消
滅
時

効
の
適
用
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
く
に
物
権
行
為
の
独
自
性
・
無
因
性
を
前
提
と
し
て
．
物
権
の
効
果
と
し

て
の
物
上
請
求
権
と
債
権
的
請
求
権
と
を
峻
別
す
る
ド
イ
ッ
民
法
流
の
考
え
方

か
ら
す
れ
ぽ
、
両
者
を
区
別
し
て
扱
う
理
論
的
根
拠
も
あ
る
が
（
但
し
消
滅
時

効
に
関
す
る
限
り
、
両
者
と
も
に
請
求
権
時
効
の
対
象
と
し
て
同
じ
く
扱
う
の
が
ド

イ
ッ
の
通
説
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
時
効
に
つ
い
て
両
者
を
区
別
す
る
わ
が
民
法

の
通
説
と
は
結
論
が
逆
で
あ
る
）
、
こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
流
に
、
物
権

行
為
の
有
因
性
を
前
提
と
し
て
、
物
権
と
債
権
と
を
機
能
的
に
分
離
す
る
こ
と

な
く
．
物
上
請
求
権
に
不
当
利
得
返
還
請
求
の
機
能
を
与
え
て
い
る
わ
が
民
法

の
解
釈
と
し
て
は
、
物
上
請
求
権
も
ま
た
債
権
に
準
じ
て
十
年
の
消
滅
時
効
に

か
か
る
と
す
る
こ
と
が
、
制
度
的
に
合
理
的
で
あ
り
、
結
果
的
に
も
公
平
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
（
九
三
四
）

あ
る
と
私
は
思
う
（
従
来
の
通
説
が
も
た
ら
す
不
当
な
結
果
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
同
時
履
行
の
関
係
に
あ
る
債
権
の
消
減
時
効
と
所
有
権
に
基
く
返
還
請
求
権
』
本

誌
三
三
巻
三
号
九
四
頁
以
下
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
）
。

　
こ
の
よ
う
に
物
上
請
求
権
に
消
滅
時
効
の
適
用
を
認
め
る
と
き
に
は
、
そ
の

反
面
に
お
い
て
判
旨
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
所
有
は
観
念
上
存
在
す
る
が
返

還
講
求
も
妨
害
排
除
請
求
も
な
し
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま
こ
と
に
空
虚
な
権
利

を
認
め
る
こ
と
」
に
な
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
当

該
請
求
権
の
向
け
ら
れ
た
特
定
の
相
手
方
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
相
対
的
に

生
ず
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
れ
以
外
の
例
え
ば
当
該
物
権
に
つ
い
て
の
不
法
行

為
者
と
い
う
よ
う
な
者
に
対
し
て
は
、
所
有
権
は
そ
の
効
果
を
発
揮
し
得
る
の

だ
か
ら
、
所
有
権
は
相
対
的
に
虚
権
化
す
る
に
止
ま
る
し
、
物
上
請
求
権
の
相

手
方
に
対
す
る
関
係
で
は
、
こ
の
解
決
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う

な
方
法
で
長
期
継
続
し
た
事
実
的
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
と
、
不
行
使
の
ま
ま

放
置
さ
れ
た
所
有
権
か
ら
、
現
実
の
秩
序
を
覆
す
こ
と
と
、
そ
の
い
ず
れ
が
社

会
公
共
の
生
活
上
、
不
明
瞭
な
状
態
を
招
来
す
る
か
、
判
旨
に
は
疑
問
な
き
を

得
な
い
。

　
次
に
判
旨
は
、
い
わ
ゆ
る
失
効
の
原
則
に
ふ
れ
、
解
除
権
の
行
使
に
つ
い
て

失
効
の
原
則
の
適
用
可
能
性
を
認
め
た
最
高
裁
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
二
日
の

判
決
は
、
本
件
事
実
の
よ
う
な
場
合
に
適
切
な
判
決
例
で
は
な
い
と
説
い
て
い

る
（
最
高
裁
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
二
日
ー
判
例
時
報
六
五
号
八
頁
ー
は
、



賃
借
権
の
無
断
譲
渡
に
因
る
賃
貸
借
契
約
の
解
除
の
効
果
が
争
わ
れ
た
事
件
に
関
す

る
。
こ
の
判
決
理
由
中
で
最
高
裁
判
所
は
、
契
約
解
除
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
「
解

除
権
を
有
す
る
者
が
久
し
き
に
亙
り
こ
れ
を
行
使
せ
ず
、
相
手
方
に
お
い
て
そ
の
権

利
は
も
は
や
行
使
せ
ら
れ
な
い
も
の
と
信
頼
す
べ
き
正
当
の
事
由
を
有
す
る
に
至
つ

た
た
め
、
そ
の
後
に
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
、
信
義
誠
実
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ

る
よ
う
な
特
段
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
も
は
や
右
解
除
は
許
さ
な
い
も
の
と
解

す
る
を
相
当
』
と
す
る
も
、
当
該
事
件
に
は
、
か
か
る
特
段
の
事
由
は
認
め
ら
れ
な

い
と
し
て
、
失
効
の
原
則
を
理
論
と
し
て
は
承
認
し
つ
つ
も
．
事
件
に
は
適
用
し
て

い
な
い
）
。

　
本
件
に
っ
い
て
失
効
の
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
理
由
が
、
失
効
は
解
除
権

の
如
き
形
成
権
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
物
権
あ
る
い
は
物
上
請
求
権
に
は
適
用
が

な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
失
効
の
要
件
た
る
信
義
則
違
反
の

態
容
が
本
件
所
有
者
側
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
合
い
な
の
か
、
判
旨
か

ら
は
ど
ち
ら
に
も
読
み
と
ら
れ
る
よ
う
で
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
点
は
失
効

の
原
則
と
消
滅
時
効
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
か
か
る
重
要
な

問
題
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
失
効
が
単
に
権
利
の
行
使
に
つ
い
て

の
制
限
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
権
利
の
自
壊
」
と
い
う
言
葉
か
ら
表
現
さ
れ

る
よ
う
な
権
利
自
体
の
独
立
の
消
滅
原
因
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
、
権

利
濫
用
の
法
理
の
根
本
構
造
に
関
す
る
困
難
な
間
題
で
あ
る
が
、
時
効
制
度
と

の
対
比
か
ら
見
る
と
き
に
、
私
は
失
効
の
原
則
は
、
権
利
消
滅
を
直
接
に
根
拠

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
即
ち
失
効
の
原
則
が
そ
の
根
拠
を
従
来
の

行
動
に
対
す
る
相
手
方
の
信
頼
の
保
護
く
①
且
冨
8
客
鍔
自
8
言
ヨ
筍
o
寓
ぎ
ヨ

と
い
う
信
義
則
の
要
請
に
有
す
る
こ
と
は
、
現
在
ド
イ
ッ
法
上
一
般
に
認
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
原
則
を
時
効
、
除
斥
期
間
と
な
ら
ぶ

第
三
の
権
利
消
滅
原
因
と
し
て
権
利
一
般
に
認
め
る
な
ら
ぽ
、
時
効
あ
る
い
は

除
斥
期
間
等
に
よ
り
一
般
的
客
観
的
に
確
定
さ
れ
て
い
る
権
利
の
存
続
期
間

を
、
個
別
具
体
的
事
情
か
ら
短
縮
す
る
結
果
を
生
じ
．
ひ
い
て
は
時
効
、
除
斥

期
間
等
の
制
度
を
無
意
味
な
ら
し
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
取
引
一
般
の
期
待
を

害
し
、
法
的
安
定
性
を
ゆ
る
が
す
危
険
が
大
き
い
こ
と
を
注
意
せ
ね
ぽ
な
ら
な

い
。
こ
の
原
則
が
ド
イ
ッ
民
法
に
お
け
る
時
効
要
件
の
厳
格
性
（
消
滅
時
効
の

対
象
を
請
求
権
に
限
定
し
、
か
つ
期
間
を
三
〇
年
と
す
る
等
、
日
本
民
法
よ
り
も
は

る
か
に
要
件
は
狭
い
）
を
緩
和
す
る
た
め
に
判
例
法
上
確
立
さ
れ
た
と
い
う
事

情
や
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
逆
に
不
当
な
時
効
抗
弁
の
制
限
と
し
て
多
く
機
能
し

て
い
る
事
実
は
、
わ
が
民
法
学
が
こ
の
原
則
を
ど
の
よ
う
に
採
り
入
れ
る
に
せ

よ
、
充
分
に
顧
慮
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
（
昭
和
三
七
年
五
月
九
日
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
池
慶
四
郎
）

八
九

（
九
三
五
）


