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ドイツ剰余共同制における家財道具の物上代位規定

ド
イ
ツ
剰
余
共
同
制
に
お
け
る
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定

─
─
成
立
か
ら
削
除
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
─
─
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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

妻
が
自
分
の
所
有
す
る
テ
レ
ビ
を
夫
婦
で
使
う
よ
う
に
し
た
後
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
そ
の
テ
レ
ビ
が
壊
れ
た
た
め
、
夫
が
そ
の
代

わ
り
に
新
し
い
テ
レ
ビ
を
購
入
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
夫
が
購
入
し
た
新
し
い
テ
レ
ビ
は
、
古
い
テ
レ
ビ
の
代
位
物
と
し
て
、

法
上
当
然
に
、
妻
の
所
有
に
属
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
夫
が
そ
の
テ
レ
ビ
を
自
己
の
名
を
も
っ
て
自
己
の
た
め
に
購
入
し
、
そ
の
売

買
代
金
を
自
分
で
負
担
し
た
と
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
財
道
具
が
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
家

財
道
具
を
も
と
の
家
財
道
具
の
所
有
者
に
帰
属
さ
せ
る
ル
ー
ル
を
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
と
い
う
。

　

家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
日
本
で
は
な
じ
み
の
な
い
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
一
八

九
六
年
に
制
定
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
そ
の
法
定
夫
婦
財
産
制
で
あ
る
管
理
共
同
制
に
お
い
て
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
が
定
め
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
一
九
五
七
年
に
成
立
し
た
男
女
同
権
法（1
（

に
よ
り
、
法
定
夫
婦
財
産
制
が
管
理
共
同
制
か
ら
剰
余
共
同
制

へ
と
あ
ら
た
め
ら
れ
た
後
も
、
そ
の
一
部
が
修
正
さ
れ
た
だ
け
で
受
け
継
が
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
九
年
に
成
立
し
た

「
剰
余
清
算
お
よ
び
後
見
法
の
改
正
に
関
す
る
法
律（2
（

」
に
よ
っ
て
、
こ
の
ル
ー
ル
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
つ
い
て
、
前
稿（3
（

で
は
、
管
理
共
同
制
に
お
い
て
、
こ
れ
を
定
め
る
ル
ー
ル
が
ど
の
よ

う
に
生
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
家
財
道
具
の
物
上

代
位
を
定
め
る
ル
ー
ル
が
、
剰
余
共
同
制
の
導
入
後
も
い
っ
た
ん
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
近
時
に
お
い
て
削
除
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
経
緯
を
追
跡
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
剰
余
共
同
制
に
お
い
て
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
関
す
る
規
定
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
を
分
析
し

（
Ⅱ
（、
次
い
で
、
同
条
の
趣
旨
（
Ⅲ
（
と
解
釈
論
（
Ⅳ
（
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
後
、
同
条
に
対
し
て
く
わ
え
ら
れ
た
批
判

（
Ⅴ
（
と
、
同
条
が
削
除
さ
れ
た
理
由
（
Ⅵ
（
と
を
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
、
考
察
の
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
（
Ⅶ
（。
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Ⅱ　

BGB 

§ 1370

の
成
立

　

１　

管
理
共
同
制
か
ら
剰
余
共
同
制
へ

　

管
理
共
同
制
に
よ
れ
ば
、
妻
の
財
産
は
、
原
則
と
し
て
、
夫
の
管
理
・
用
益
に
服
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
に
つ
い

て
は
、
次
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
妻
は
、
原
則
と
し
て
、
自
分
の
財
産
を
自
分
で
管
理
・
用
益
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
、
②
夫
が
婚
姻
中
に
取
得
し
た
財
産
に
つ
い
て
、
妻
は
な
ん
ら
の
持
分
も
も
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
男
女
同
権
法
は
、
法
定
夫
婦
財
産
制
を
、
管
理
共
同
制
か
ら
剰
余
共
同
制
へ
と
あ
ら
た
め
る
こ
と
と
し
た（4
（

。
剰
余
共
同

制
は
、
別
産
制
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
に
、
原
則
と
し
て
、
自
分
の
財
産
を
管
理
・
用
益
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
①
の
問
題
点
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
②
の
問
題
点
に
対
処
す
る
た
め
に
、
婚

姻
終
了
時
に
は
、
剰
余
清
算
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
離
婚
時
の
剰
余
清
算
で
は
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
に
つ
い
て
、

剰
余
共
同
制
終
了
時
の
財
産
が
そ
の
開
始
時
の
財
産
を
上
回
る
価
額
を
剰
余
と
し
て
算
定
し
、
剰
余
が
少
な
い
配
偶
者
は
、
剰
余
が

多
い
配
偶
者
に
対
し
、
そ
の
差
額
の
二
分
の
一
に
つ
い
て
債
権
的
な
剰
余
清
算
請
求
権
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
他
方
、
夫
婦
の
一
方
が

死
亡
し
た
と
き
は
、
剰
余
清
算
は
、
生
存
配
偶
者
の
法
定
相
続
分
を
、
相
続
財
産
の
四
分
の
一
増
加
す
る
こ
と
で
お
こ
な
わ
れ
る

（
い
わ
ゆ
る
相
続
法
的
解
決
（。

　

２　

BG
B 

§ 1382 a. F. 

か
らBG

B 

§ 1370

へ

　

こ
の
よ
う
に
、
法
定
夫
婦
財
産
制
が
管
理
共
同
制
か
ら
剰
余
共
同
制
へ
と
あ
ら
た
め
ら
れ
る
な
か
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
関

す
る
規
定
は
、
基
本
的
に
維
持
さ
れ
た
。
新
法
が
旧
法
と
内
容
の
う
え
で
異
な
る
の
は
、
夫
も
妻
と
同
様
に
、
代
位
に
よ
っ
て
利
益

を
受
け
る
者
と
な
る
と
さ
れ
た
点
の
み
で
あ
る
。
旧
法
と
新
法
の
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
順
に
挙
げ
て
お
こ
う
。
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BGB 

§ 1382 a. F.　

妻
の
持
参
し
た
家
財
道
具
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
そ
の
価
値
を
失
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
夫
が
そ
の
代
わ

り
に
家
財
道
具
を
調
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
家
財
道
具
は
、
持
参
財
産
と
な
る
。

　
BGB 

§ 1370　

家
財
道
具
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
そ
の
価
値
を
失
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
代
わ
り
に
家
財
道
具
が
調
達
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
家
財
道
具
は
、
そ
の
な
く
な
っ
た
、
ま
た
は
価
値
を
失
っ
た
家
財
道
具
が
帰
属
し
て
い
た
配
偶
者
の
所
有
と
な
る
。

　

旧
法
に
つ
い
て
、『
第
二
委
員
会
議
事
録（5
（

』
は
、BGB 

§ 1382 a. F. 

の
趣
旨
と
し
て
、
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い
た
。
第
一
に
、
夫

は
、
妻
が
持
参
し
た
財
産
を
管
理
・
用
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
そ
の
本
体
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

「
管
理
共
同
制
の
本
質
と
目
的
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ
と
が
、「
誠
実
で
立
派
な
あ
ら

ゆ
る
夫
の
通
常
の
意
思
」
に
合
致
す
る
。
第
三
に
、
管
理
共
同
制
で
は
、
夫
が
婚
姻
中
に
取
得
し
た
財
産
に
つ
い
て
、
妻
は
な
ん
ら

の
持
分
も
も
た
な
い
。
も
っ
と
も
、
妻
は
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
よ
り
、
そ
の
「
小
さ
な
対
価
」
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
に
、
も
し
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
定
め
な
け
れ
ば
、
一
つ
ひ
と
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
家
財
道
具
が
ど
の
意
味
に
お
い
て
調
達

さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、「
実
際
上
の
根
拠
」
か
ら
望
ま
し
く
な
い（6
（

。

　

新
法
の
立
法
資
料
に
よ
れ
ば
、BGB 

§ 1370
は
、「BGB 

§ 1382 a. F. 

に
対
応
す
る（7
（

」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
資
料
は
、

先
に
挙
げ
た
『
第
二
委
員
会
議
事
録
』
の
箇
所
を
引
き
つ
つ
、BGB 

§ 1382 a. F. 

の
趣
旨
を
確
認
し
た
後
、BGB 

§ 1370

に
つ
い

て
、
次
の
説
明
を
与
え
て
い
る（8
（

。
ま
ず
、
①
「
家
財
道
具
は
、
夫
婦
の
双
方
が
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
代
償

と
し
て
調
達
さ
れ
た
家
財
道
具
は
、
そ
の
な
く
な
っ
た
、
ま
た
は
価
値
を
失
っ
た
家
財
道
具
が
属
し
て
い
た
配
偶
者
に
帰
属
す
る
、

と
み
る
の
が
夫
婦
の
意
思
に
合
致
す
る
」。
次
い
で
、
②
「
も
し
こ
の
よ
う
な
規
定
を
定
め
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
事
例
に
お
い
て
、

配
偶
者
が
［
家
財
道
具
を
］
取
得
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
意
思
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
草
案
は
、
こ
の
調
査
を
不
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
」。
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新
法
と
旧
法
の
趣
旨
を
比
較
す
る
と
、
新
法
の
①
は
、
旧
法
の
第
二
点
を
男
女
同
権
原
則
に
従
っ
て
あ
ら
た
め
た
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
新
法
の
②
は
、
旧
法
の
第
四
点
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
旧
法
の
第
一
点
と
第
三
点

は
、
新
法
の
趣
旨
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い（9
（

。
こ
れ
は
、
次
の
理
由
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
趣

旨
に
よ
れ
ば
、
夫
は
、
妻
の
財
産
の
本
体
を
維
持
す
る
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
義
務
は
、
夫
が
妻
の
財
産
を
管
理
・
用
益
す

る
と
い
う
管
理
共
同
制
の
構
造
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
別
産
制
を
基
礎
と
す
る
剰
余
共
同
制
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を

と
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
三
の
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
管
理
共
同
制
の
も
と
で
は
、
夫
が
婚
姻
中
に
取
得
し
た
財
産
に
つ
い
て
、
妻
は

な
ん
ら
の
持
分
も
も
た
な
い
た
め
、
物
上
代
位
は
そ
の
「
小
さ
な
対
価
」
を
妻
に
与
え
る
意
味
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
、

新
法
で
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
剰
余
共
同
制
の
も
と
で
は
、
剰
余
清
算
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅲ　

BGB 

§ 1370
の
趣
旨

　

１　

改
正
に
対
す
る
評
価

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
剰
余
共
同
制
の
も
と
で
も
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、BGB 

§ 1370

と
し
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
初
期
の
学
説
で
は
、
こ
の
ル
ー
ル
の
合
理
性
に
つ
い
て
疑
い
を
差
し
挟
む
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い（（（
（

。
こ

れ
に
対
し
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
つ
い
て
批
判
的
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た
二
つ
の
博
士
論
文（（（
（

が
登
場
し
た
あ
た
り
か
ら
、BGB 

§ 1370

に
対
す
る
立
法
論
的
な
批
判
が
強
ま
っ
て
い
く
。
こ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
Ⅴ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

以
下
で
は
、
比
較
的
新
し
い
教
科
書（（（
（

、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル（（（
（

お
よ
び
論
文（（（
（

に
お
い
て
、BGB 

§ 1370

の
趣
旨
が
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
整
序
し
て
お
こ
う
。
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２　

四
つ
の
趣
旨

　
BGB 

§ 1370

の
立
法
資
料
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
夫
婦
の
通
常
の
意
思
（
①
（
と
、
調
査
の
困
難
の
回
避
（
②
（
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
点
は
、
学
説
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
①
家
財
道
具
が
な
く
な
っ
た
り
、
価
値
を
失
っ
た
り
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
代
わ
り
に
家
財
道
具
が
調
達
さ
れ
た
と

き
は
、
そ
の
家
財
道
具
は
、
も
と
の
家
財
道
具
が
帰
属
し
て
い
た
配
偶
者
の
所
有
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
夫
婦
の
通
常
の
意
思
に

合
致
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
立
法
資
料
と
同
様
に
、
夫
婦
が
共
同
で
家
財
道
具
を
利
用
し
た
結
果
、
そ
の
代
わ

り
に
家
財
道
具
が
調
達
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
強
調
す
る
も
の（（（
（

と
、
た
ん
に
家
財
道
具
が
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
と
い
う
事
情
の

み
を
指
摘
す
る
も
の（（（
（

と
に
分
か
れ
る
。

　

次
に
、
②
法
的
明
確
性
の
確
保（（（
（

も
、
物
上
代
位
の
趣
旨
に
挙
げ
ら
れ
る
。
物
上
代
位
に
よ
れ
ば
、
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
家
財

道
具
の
所
有
権
は
、
も
と
の
家
財
道
具
の
所
有
者
に
属
す
る
。
も
し
こ
の
ル
ー
ル
が
な
け
れ
ば
、
一
つ
ひ
と
つ
の
家
財
道
具
に
つ
い

て
、
だ
れ
が
所
有
者
に
な
っ
た
の
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
物
上
代
位
は
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属

を
明
確
に
す
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
学
説
は
、BGB 

§ 1370

の
趣
旨
と
し
て
、
次
の
二
点
を
付
け
く
わ
え
て
い
る
。

　

一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
③
所
有
権
の
帰
属
を
維
持
す
る
こ
と（（（
（

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、BGB 

§ 1353

に
よ
れ
ば
、
夫
婦

は
、
相
互
に
婚
姻
共
同
生
活
を
お
こ
な
う
義
務
を
負
う
。
家
財
道
具
を
所
有
す
る
一
方
配
偶
者
は
、
こ
の
義
務
の
履
行
と
し
て
、
自

分
の
所
有
物
を
夫
婦
の
共
同
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
家
財
道
具
が
使
い
古
さ
れ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
不
利
益
は
、
こ
れ
を
所
有
す
る
一
方
配
偶
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
配
偶

者
に
は
、
物
上
代
位
に
よ
り
、
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
家
財
道
具
の
所
有
権
を
割
り
当
て
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
物
上
代
位
は
、
日
常
生
活
の
な
か
で
生
じ
た
物
の
損
耗
に
よ
る
不
利
益
は
、
そ
の
物
の
所
有
者
が
負
担
す
る
と
い
う
原
則
の
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例
外
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
、BGB 

§ 1382 a. F. 

に
つ
い
て
、『
第
二
委
員
会
議
事
録
』
が
挙
げ
て
い
た
趣
旨
の
第
一
点
（
Ⅱ
２
（
を
、

「
管
理
共
同
制
の
本
質
と
目
的
」
か
ら
切
り
離
し
て
、
剰
余
共
同
制
の
も
と
で
も
通
用
す
る
も
の
と
し
て
基
礎
づ
け
直
し
た
も
の
で

あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
④
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、「
前
倒
し
さ
れ
た
剰
余
清
算
」
の
意
味
を
も
つ
と
す
る
も
の
も
あ
る（（（
（

。
一
方
配
偶
者

が
自
分
の
資
力
を
用
い
て
他
方
配
偶
者
の
た
め
に
家
財
道
具
を
調
達
し
た
と
き
に
、
そ
の
家
財
道
具
が
他
方
配
偶
者
に
属
す
る
こ
と

と
な
る
た
め
、
剰
余
清
算
を
さ
き
に
お
こ
な
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
状
態
が
作
り
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅳ　

BGB 
§ 1370

の
解
釈
論

　

BGB 

§ 1370

に
よ
れ
ば
、「
家
財
道
具
」
が
「
な
く
な
っ
た
」
ま
た
は
「
そ
の
価
値
を
失
っ
た
」
場
合
に
お
い
て
、「
そ
の
代
わ

り
に
」
家
財
道
具
が
「
調
達
」
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
家
財
道
具
は
、
も
と
の
家
財
道
具
が
帰
属
し
て
い
た
「
配
偶
者
の
所
有
と
な

る
」。
同
条
に
つ
い
て
は
、
下
級
審
の
裁
判
例
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
だ
け
で
、
最
上
級
審
の
判
例
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
他
方

で
、
学
説
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
想
定
し
て
、
同
条
の
解
釈
論
を
精
緻
化
し
て
い
っ
た
。
以
下
で
は
、
同
条
の
解
釈
論
の
う
ち
、

重
要
と
み
ら
れ
る
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

１　
「
家
財
道
具
」

　
　

⑴　

意
義

　

BGB 

§ 1370

の
「
家
財
道
具
」
と
は
、
一
般
に
、
婚
姻
生
活
に
か
か
わ
る
世
帯
道
具
（BGB 

§ 1369

の
文
言
を
参
照
（
を
い
う
と

さ
れ
て
い
る（（（
（

。
こ
こ
か
ら
除
か
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
食
品
や
燃
料
な
ど
、
消
費
を
直
接
の
目
的
と
し
た
動
産
で
あ
る
。
次
に
、
不
動
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産
と
所
有
権
以
外
の
権
利
も
、BGB 

§ 1370

の
「
家
財
道
具
」
に
含
ま
れ
な
い
。

　
　

⑵　

所
有
権
留
保
に
お
け
る
留
保
買
主
の
期
待
権

　

こ
の
よ
う
に
、
所
有
権
以
外
の
権
利
は
、
一
般
に
、
同
条
の
「
家
財
道
具
」
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一
方

配
偶
者
が
家
財
道
具
を
代
償
と
し
て
購
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
所
有
権
留
保
が
付
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
配
偶
者
が
留
保
買
主
と

し
て
取
得
す
る
期
待
権
も
、
同
条
の
「
家
財
道
具
」
に
あ
た
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る（（（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
所
有
権
留
保
に
お
け
る
期

待
権
は
、
所
有
権
の
前
段
階
だ
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
も
と
の
家
財
道
具
が
帰
属
し
て
い
た
配
偶
者
は
、

ま
ず
第
一
に
期
待
権
を
取
得
し
、
次
い
で
売
買
代
金
が
完
済
さ
れ
た
後
に
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
有
力
説
は
、
家
財
道
具
を
代
償
と
し
て
購
入
し
た
配
偶
者
が
留
保
買
主
と
し
て
取
得
す
る
期
待
権
は
、
同
条
の

「
家
財
道
具
」
に
あ
た
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る（（（
（

。
通
説
に
よ
る
と
、
そ
の
配
偶
者
は
、
自
分
が
売
買
代
金
を
完
済
し
て
も
、
み
ず

か
ら
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
配
偶
者
に
は
、
売
買
代
金
を
完
済
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
失

わ
れ
る
。
こ
れ
で
は
、
所
有
権
留
保
を
付
け
て
売
買
代
金
債
権
を
担
保
し
よ
う
と
し
た
留
保
売
主
の
利
益
が
害
さ
れ
て
し
ま
う
、
と

い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　

２　
「
な
く
な
っ
た
」「
そ
の
価
値
を
失
っ
た
」

　
　

⑴　

不
存
在
と
無
価
値

　

家
財
道
具
が
「
な
く
な
っ
た
」
と
は
、
そ
れ
が
継
続
し
て
家
政
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
を
い
う（（（
（

。
遺
失
、
盗
難
、
破
壊
な
ど
、
そ
の

原
因
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
よ
い
。
ま
た
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
に
帰
責
性
が
あ
る
か
ど
う
か
も
問

わ
な
い
。
家
財
道
具
が
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
な
く
な
っ
た
」
か
ど
う
か
は
、
そ
の
家
財
道
具
が
、
本
質
的
に
み
て
、
そ
れ
に
割
り

当
て
ら
れ
た
機
能
を
そ
の
家
政
の
な
か
で
果
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る（（（
（

。
居
間
に
あ
っ
た
サ
イ
ド
ボ
ー
ド
を
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倉
庫
の
物
置
棚
と
し
て
用
い
て
い
る
と
き（（（
（

、
本
棚
を
お
も
ち
ゃ
入
れ
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
き（（（
（

は
、
そ
の
サ
イ
ド
ボ
ー
ド
や
本
棚
は
、

物
理
的
に
は
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、「
な
く
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
新
し
い
家
電
を
購
入
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
故
障
し
た
と
き

の
た
め
に
、
古
い
家
電
を
倉
庫
に
保
管
し
て
い
る
と
き（（（
（

も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
古
い
家
電
は
、「
な
く
な
っ
た
」
と
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
家
財
道
具
が
類
似
の
用
途
で
引
き
続
き
使
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
飾
っ
て

お
い
た
豪
華
な
食
器
を
お
ろ
し
て
食
卓
で
使
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
豪
華
な
食
器
は
、「
な
く
な
っ
た
」
と
は
い
え
な
い（（（
（

。

　

他
方
、
家
財
道
具
が
「
そ
の
価
値
を
失
っ
た
」
と
は
、
こ
れ
を
文
字
ど
お
り
受
け
と
れ
ば
、
家
財
道
具
が
客
観
的
に
み
て
完
全
に

無
価
値
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
言
は
、BGB 

§ 1370

の
趣
旨
に
照
ら
し
て
緩
や
か
に

解
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
家
財
道
具
が
「
そ
の
価
値
を
失
っ
た
」
か
ど
う
か
は
、
一
次
的
に
は
、
そ
の
夫
婦
の
主
観
的
な
目

的
設
定
に
照
ら
し
て
、
そ
の
使
用
価
値
が
失
わ
れ
た
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
る（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
が
家
財
道
具
を
「
現
代
化
」

す
る
場
合
に
も
、BGB 

§ 1370

が
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る（（（
（

。
た
と
え
ば
、
モ
ノ
ク
ロ
テ
レ
ビ
を
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
に
取
り
換
え
る

ケ
ー
ス（（（
（

の
ほ
か
、
二
一
年
た
っ
て
流
行
遅
れ
に
な
っ
た
居
間
の
調
度
を
新
装
す
る
ケ
ー
ス（（（
（

や
、
一
〇
年
ほ
ど
使
っ
た
中
古
の
キ
ャ
ン

ピ
ン
グ
カ
ー
を
モ
ダ
ン
な
新
車
に
買
い
替
え
る
ケ
ー
ス（（（
（

に
は
、
同
条
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に

は
、
古
び
た
家
財
道
具
を
従
来
の
用
途
で
使
い
続
け
て
い
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（（（
（

。

　
　

⑵　

災
害
に
よ
る
全
部
滅
失
事
例

　

家
財
道
具
が
火
災
や
水
害
な
ど
に
よ
っ
て
全
部
失
わ
れ
た
と
き
は
、
す
べ
て
の
家
財
道
具
が
あ
ら
た
め
て
整
え
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
災
害
に
よ
り
家
財
道
具
が
全
部
滅
失
し
た
場
合
に
も
、BGB 

§ 1370

が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
は
争
い
が

あ
る
。

　

同
条
は
、
夫
婦
が
家
財
道
具
を
共
同
で
利
用
し
た
た
め
に
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
が
だ
ん
だ
ん
と
古
び
た
り
、
壊
れ
た
り
し
た
結
果
、

そ
の
代
わ
り
の
物
が
順
々
に
補
充
さ
れ
て
い
っ
た
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
災
害
に
よ
り
家
財
道
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具
が
全
部
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
同
条
の
適
用
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う（（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
肯
定
説
を
主
張
す
る
見
解
も
少
な
く
な
い（（（
（

。
ま
ず
、
家
財
道
具
が
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
と
き
と
、
そ
れ
以
外
の

原
因
に
よ
り
滅
失
し
た
と
き
と
の
間
を
区
別
す
る
の
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る（（（
（

。
次
に
、
す
べ
て
の
家
財
道
具
が
滅
失
し
た
と
い
う

事
情
も
、
同
条
の
適
用
を
妨
げ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
同
条
は
、
家
財
道
具
が
一
対
一
で
入
れ
替
え
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
な

い
以
上
、
首
尾
一
貫
す
る
な
ら
ば
、
全
部
が
入
れ
替
え
ら
れ
た
と
き
に
も
、
同
条
は
適
用
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る（（（
（

。
さ
ら
に
、

肯
定
説
に
よ
れ
ば
、
代
償
に
よ
る
調
整
と
い
う
考
え
方
は
、
災
害
に
よ
り
家
財
道
具
が
全
部
滅
失
し
た
と
き
に
も
あ
て
は
ま
る（（（
（

。
一

方
配
偶
者
が
自
分
の
取
得
し
た
保
険
金
を
用
い
て
家
財
道
具
を
あ
ら
た
め
て
整
え
た
と
き
に
、
そ
の
配
偶
者
が
そ
の
家
財
道
具
を
全

部
取
得
す
る
の
は
、
奇
妙
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る（（（
（

。

　

３　
「
そ
の
代
わ
り
に
」

　
　

⑴　

代
償
と
し
て
の
調
達

　

BGB 

§ 1370

は
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
家
財
道
具
が
「
代
わ
り
に
」
調
達
さ
れ
た
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
で
は
、
代
償
と
し
て

の
調
達
は
、
そ
れ
以
外
の
新
た
な
取
得
と
、
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
。

　

代
償
と
し
て
の
調
達
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
原
目
的
物
で
あ
る
家
財
道
具
と
、
代
位
物
で
あ
る
家
財
道
具
と
が
、
本
質

的
に
み
て
、
同
一
の
機
能
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（（
（

。
も
っ
と
も
、
本
質
的
に
み
て
機
能
が
同
一
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断

は
、
厳
格
に
は
お
こ
な
わ
れ
な
い（（（
（

。
た
と
え
ば
、
三
人
用
の
チ
ェ
ア
セ
ッ
ト
の
代
わ
り
に
、
四
人
用
の
チ
ェ
ア
セ
ッ
ト
を
購
入
し
た

と
き（（（
（

、
四
脚
の
椅
子
が
付
い
た
机
の
代
わ
り
に
、
六
脚
の
椅
子
が
付
い
た
机
を
購
入
し
た
と
き（（（
（

、
台
所
用
の
大
き
な
戸
棚
一
個
の
代

わ
り
に
、
シ
ス
テ
ム
戸
棚
と
吊
り
戸
棚
を
購
入
し
た
と
き（（（
（

は
、
代
償
と
し
て
の
調
達
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
、
食
卓
の
代
わ
り
に

勉
強
机
を
購
入
し
た
と
き（（（
（

は
、
本
質
的
に
み
て
機
能
が
同
一
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
限
界
事
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ラ
ジ
オ



73

ドイツ剰余共同制における家財道具の物上代位規定

の
代
わ
り
に
オ
ー
デ
ィ
オ
コ
ン
ポ
が
購
入
さ
れ
た
ケ
ー
ス（（（
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
代
償
と
し
て
の
調
達
に
あ
た
る
と

す
る
も
の（（（
（

が
あ
る
一
方
で
、
機
能
が
本
質
的
に
拡
張
さ
れ
た
と
み
て
、
新
た
な
取
得
に
あ
た
る
と
す
る
も
の（（（
（

と
が
あ
る
。

　

代
償
と
し
て
の
調
達
と
さ
れ
る
た
め
の
第
二
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
家
財
道
具
を
「
代
償
と
す
る
意
思
」
が
求
め
ら
れ
る
と

す
る
の
が
一
般
で
あ
る（（（
（

。
そ
の
た
め
、
家
財
道
具
が
代
償
以
外
の
目
的
で
調
達
さ
れ
た
と
き
は
、
物
上
代
位
は
生
じ
な
い
。
こ
の
意

思
に
つ
い
て
は
、
調
達
を
お
こ
な
う
一
方
配
偶
者
の
意
思
で
あ
る
と
す
る
も
の（（（
（

、
夫
婦
の
意
思
で
あ
る
と
す
る
も
の（（（
（

、
ど
ち
ら
の
意

思
で
も
か
ま
わ
な
い
と
す
る
も
の（（（
（

が
あ
る
。

　
　

⑵　

価
値
の
増
加
が
顕
著
な
事
例

　

問
題
と
な
る
の
は
、
代
位
物
で
あ
る
家
財
道
具
の
価
値
が
、
原
目
的
物
で
あ
る
家
財
道
具
の
価
値
よ
り
も
、
顕
著
に
高
い
ケ
ー
ス

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
粗
糸
の
絨
毯
の
代
わ
り
に
オ
リ
エ
ン
タ
ル
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
購
入
し
た
と
き（（（
（

、
布
製
の
肘
掛
椅
子
の
代
わ
り
に

レ
ザ
ー
製
の
肘
掛
け
椅
子
を
購
入
し
た
と
き（（（
（

、
廉
価
な
ピ
ア
ノ
の
代
わ
り
に
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
を
購
入
し
た
と
き（（（
（

の
ほ
か
、
先
に
検

討
し
た
現
代
化
事
例
（
２
⑴
（
に
お
い
て
も
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
代
償
と
し
て
の
調
達
と
は
い
え
な
い
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
通
説
に
よ
れ

ば
、
代
償
と
し
て
の
調
達
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
価
値
の
大
小
は
考
慮
さ
れ
な
い（（（
（

。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
家
財
道
具
の
価
値
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
技
術
は
日
々
進
歩
す
る
以
上
、
新
し
い
家
財
道

具
の
価
値
が
、
古
い
家
財
道
具
の
価
値
よ
り
も
、
か
な
り
高
い
こ
と
は
稀
で
は
な
い（（（
（

。
そ
う
す
る
と
、
先
に
挙
げ
た
見
解
に
よ
れ
ば
、

多
く
の
ケ
ー
ス
で
物
上
代
位
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
価
値
の
増
加
が
「
顕
著
」
で
あ
る
と
は
ど
の
程
度
を
意
味
す
る

の
か
、
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
こ
と
を
問
題
と
す
る
と
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属
を
明
確
に
す
る
と
い
う
趣

旨
に
反
す
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
夫
婦
は
ど
ち
ら
も
、
物
上
代
位
に
よ
り
、
利
益
を
得
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
損
失
を
被
る
こ
と
も
あ
る
。
し
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た
が
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
、
夫
婦
の
間
で
利
益
と
損
失
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る（（（
（

。
反
対
に
、
一
つ
ひ

と
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
価
値
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
意
味
で
の
衡
平
が
保
た
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
は
、
物
上
代
位
の

「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
基
礎
」
に
合
致
し
な
い（（（
（

。
物
上
代
位
は
、
原
目
的
物
と
代
位
物
と
の
間
の
同
一
性
を
、
価
値
の
大
小
に

か
か
わ
ら
ず
擬
制
す
る
こ
と
で
、
形
式
的
・
画
一
的
な
処
理
を
お
こ
な
う
ル
ー
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
婚
姻
が
終
了
し
た
と
き
は
、
物
上
代
位
に
よ
り
夫
婦
の
一
方
が
得
た
利
益
は
、
剰
余
清
算
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る（（（
（

。

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所（（（
（

が
、
離
婚
後
の
家
財
道
具
に
つ
い
て
、
剰
余
共
同
制
の
ル
ー
ル
よ
り
も

家
具
令
の
ル
ー
ル
を
優
先
し
て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
の
射
程
は
、
物
上
代
位
に
よ
っ
て
夫
婦
の
一
方
が
取

得
し
た
家
財
道
具
に
は
及
ば
な
い（（（
（

。
家
具
令
の
ル
ー
ル
が
優
先
さ
れ
る
の
は
、
①
夫
婦
の
共
有
に
属
す
る
家
財
道
具
と
、
②
夫
婦
の

共
有
に
属
す
る
と
推
定
さ
れ
る
（H

ausratsV
O

 

§ 8 a. F. 

現
行
法
で
は
、BGB 

§ 1568b II n. F.

（
家
財
道
具
と
に
限
ら
れ
る
。
し
か

し
、
物
上
代
位
に
よ
っ
て
夫
婦
の
一
方
が
取
得
し
た
家
財
道
具
は
、
①
に
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、BGB 

§ 1370

は
、H

ausratsV
O

 

§ 8 a. F. 

の
特
則
と
し
て
、
夫
婦
の
一
方
の
単
独
所
有
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
②
の
推
定
も
排
除
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
離
婚
後
の
家
財
道
具
も
、
譲
余
清
算
の
対
象
と
な
る
財
産
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

⑶　

下
取
り
事
例

　

一
方
配
偶
者
が
自
分
の
所
有
に
属
す
る
家
財
道
具
を
下
取
り
に
出
し
、
そ
の
代
金
を
受
け
取
っ
た
後
、
他
方
配
偶
者
が
そ
の
代
わ

り
に
家
財
道
具
を
購
入
し
、
そ
の
代
金
を
自
分
で
負
担
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
物
上
代
位
が
適
用
さ
れ
る
と
、
古
い
家
財
道
具

の
所
有
者
で
あ
っ
た
配
偶
者
は
、
古
い
家
財
道
具
の
下
取
り
代
金
と
、
新
た
な
家
財
道
具
の
所
有
権
と
の
双
方
を
取
得
す
る
こ
と
と

な
る
。
そ
の
た
め
、
下
取
り
事
例
に
つ
い
て
は
、
代
償
と
し
て
の
調
達
で
は
な
く
、
新
た
な
取
得
が
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
だ
と

す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
一
方
配
偶
者
に
物
上
代
位
に
よ
る
新
た
な
家
財
道
具
の
所
有
権
の
取
得
を
認
め
つ
つ
、
他
方
配
偶
者
に
古
い
家
財
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道
具
の
下
取
り
代
金
の
支
払
に
対
す
る
請
求
権
を
付
与
す
る
、
と
い
う
解
決
を
提
案
す
る
も
の
が
あ
る（（（
（

。
た
と
え
ば
、
夫
が
自
分
の

所
有
す
る
二
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
車
を
夫
婦
で
使
う
よ
う
に
し
た
後
、
一
〇
年
経
過
し
た
頃
に
、
そ
の
車
を
三
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
下

取
り
に
出
し
、
そ
の
代
金
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
後
、
妻
は
、
下
取
り
に
出
さ
れ
た
車
の
代
わ
り
に
三
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
新
し
い

車
を
購
入
し
、
そ
の
代
金
を
自
分
で
負
担
し
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
夫
は
、
自
分
の
車
を
夫
婦
の
共
同
の
利
用
に
供
し
た
こ
と

で
、
二
二
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
財
産
的
価
値
を
失
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
車
の
所
有
権
は
、
物
上
代

位
に
よ
り
夫
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
妻
は
夫
に
対
し
、
古
い
車
の
下
取
り
代
金
三
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
に
つ
い
て
、
そ
の
支

払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

　

４　
「
調
達
さ
れ
た
」

　
　

⑴　

対
象
代
位

　

BGB 

§ 1370

が
要
件
と
し
て
定
め
て
い
る
の
は
、
家
財
道
具
が
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
そ
の
調
達
の
た

め
に
か
か
っ
た
費
用
を
だ
れ
が
負
担
し
た
の
か
は
、
問
わ
れ
て
い
な
い（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
、
相
続
回
復
請
求
権
に
お
け
る

物
上
代
位
で
は
、
表
見
相
続
人
が
相
続
財
産
の
資
力
を
用
い
て
法
律
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
が
、
相
続
財
産
に
属
す
る
と
定
め

ら
れ
て
い
る
（BGB 

§ 2019

（。
た
と
え
ば
、
相
続
財
産
に
属
す
る
物
が
表
見
相
続
人
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
よ
り

生
じ
た
売
買
代
金
債
権
が
相
続
財
産
に
属
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
代
位
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者
が
、
代
位
物
を
取

得
す
る
た
め
の
対
価
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。
物
上
代
位
の
典
型
例
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
「
資
力
代
位（（（
（

」
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
物
上
代
位
の
な
か
で
も
特
殊
な
も
の
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
タ

イ
プ
の
代
位
は
、
資
力
代
位
と
の
対
比
に
お
い
て
、「
対
象
代
位（（（
（

」（
な
い
し
「
目
的
代
位（

（（
（

」（
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
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⑵　

有
償
取
得
と
無
償
取
得

　
BGB 

§ 1370

が
定
め
る
「
調
達
」
と
は
、
一
般
に
、
有
償
取
得
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。BGB 

§ 1374 II

に
よ
れ
ば
、
一

方
配
偶
者
が
剰
余
共
同
制
の
開
始
後
に
贈
与
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
は
、
剰
余
清
算
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
。
こ
の
取
扱
い
を
考

慮
す
る
と
、
一
方
配
偶
者
が
家
財
道
具
を
贈
与
に
よ
っ
て
取
得
し
た
と
き
は
、
そ
の
家
財
道
具
は
そ
の
配
偶
者
に
属
す
る
と
み
る
べ

き
だ
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
有
力
説
に
よ
れ
ば
、
無
償
取
得
に
つ
い
て
も
、
物
上
代
位
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る（（（
（

。BGB 

§ 1370

は
、

調
達
す
る
た
め
に
か
か
っ
た
費
用
を
だ
れ
が
負
担
し
た
の
か
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
調
達
費
用
が
そ
も
そ
も

か
か
ら
な
か
っ
た
と
き
に
も
、
同
条
の
適
用
が
あ
る
と
み
る
ほ
う
が
首
尾
一
貫
す
る（（（
（

。
そ
う
し
な
い
と
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
、
不

合
理
な
結
論
に
い
た
る
で
あ
ろ
う（（（
（

。
た
と
え
ば
、
妻
が
自
分
の
所
有
す
る
食
卓
を
夫
婦
で
使
う
よ
う
に
し
た
後
、
そ
の
食
卓
が
壊
れ

て
し
ま
っ
た
た
め
、
夫
婦
そ
ろ
っ
て
デ
パ
ー
ト
に
新
し
い
食
卓
を
買
い
に
行
っ
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
夫
が
食
卓
を
購
入
し
、

そ
の
代
金
を
自
分
で
負
担
し
た
と
き
は
、
そ
の
食
卓
は
、
物
上
代
位
に
よ
り
妻
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
夫
が
偶
然
、
そ
の

デ
パ
ー
ト
の
一
〇
〇
〇
人
目
の
来
場
者
に
あ
た
っ
た
た
め
、
そ
の
デ
パ
ー
ト
か
ら
好
き
な
家
具
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ

に
応
じ
て
新
し
い
食
卓
を
手
に
入
れ
た
ら
ど
う
か
。BGB 

§ 1370

が
定
め
る
「
調
達
」
を
有
償
取
得
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

食
卓
は
、
夫
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
夫
が
売
買
代
金
を
自
分
で
負
担
し
た
と
き
と
比
べ
て
、

バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

５　
「
そ
の
配
偶
者
の
所
有
と
な
る
」

　

BGB 

§ 1370

に
よ
れ
ば
、
一
方
配
偶
者
が
家
財
道
具
を
代
償
と
し
て
調
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
家
財
道
具
は
、
法
上
当
然
に
、

も
と
の
家
財
道
具
が
帰
属
し
て
い
た
他
方
配
偶
者
の
所
有
と
な
る（（（
（

。
こ
の
場
合
、
代
位
物
の
発
生
原
因
は
法
律
行
為
で
あ
る
も
の
の
、
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代
位
権
者
は
、
法
律
に
も
と
づ
い
て
代
位
物
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
　

⑴　

移
転
時
期
・
取
得
プ
ロ
セ
ス
・
組
入
れ
要
件

　

BGB 
§ 1370

が
典
型
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
ⅰ
あ
る
家
財
道
具
が
な
く
な
っ
た
り
、
そ
の
価
値
を
失
っ
た
り
す
る
、
ⅱ

新
し
く
家
財
道
具
が
調
達
さ
れ
る
、
ⅲ
そ
の
調
達
さ
れ
た
家
財
道
具
が
家
政
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
三
つ
の
事
象
が
順
に
生

じ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
物
上
代
位
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
効
力
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
か
が
問
題
と
な

る
。

　

た
と
え
ば
、
夫
が
自
分
の
所
有
す
る
居
間
用
の
絨
毯
を
夫
婦
で
使
う
よ
う
に
し
た
後
、
そ
の
絨
毯
が
古
び
て
き
た
た
め
、
妻
が
イ

ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ
プ
で
そ
の
代
わ
り
に
新
た
な
絨
毯
を
購
入
し
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
夫
が
新
た
な
絨
毯
の
所
有
権
を
取
得
す

る
の
は
、
妻
が
そ
の
絨
毯
を
購
入
し
、
引
渡
し
を
受
け
た
時
な
の
か
（
ⅱ
（、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
絨
毯
が
実
際
に
居
間
に
敷
か

れ
た
時
な
の
か
（
ⅲ（

（（
（

（。
物
上
代
位
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
効
力
は
、「『
古
い
物
に
代
え
て
新
し
い
物
を
』
事
実
上
交
換
し
た（（（
（

」
時

点
、
つ
ま
り
ⅲ
の
時
点
で
生
じ
る
と
す
る
と
、
新
た
な
絨
毯
の
所
有
権
は
、
い
っ
た
ん
妻
を
経
由
し
て
、
夫
に
移
転
す
る
こ
と
と
な

る
（
経
由
的
取
得
（。
こ
れ
に
対
し
、
通
説
に
よ
れ
ば
、「BGB 

§ 1370

が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
、
契
約
を
締
結
し
た
配
偶
者
が
所
有

権
を
取
得
し
た
で
あ
ろ
う（（（
（

」
時
点
、
つ
ま
り
ⅱ
の
時
点
で
、
物
上
代
位
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
効
力
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
新
た
な
絨
毯
の
所
有
権
は
、
妻
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
夫
に
直
接
移
転
す
る
と
と
ら
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
（
直
接
的
取

得
（
（（
（

（。

　

で
は
、
ⅲ
の
事
象
、
つ
ま
り
家
政
へ
の
組
入
れ
が
欠
け
た
と
き
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
、
先
の
例
に
お
い
て
、
妻
が
夫
を
驚
か
せ

よ
う
と
計
画
し
て
イ
ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ
プ
で
高
級
な
絨
毯
を
購
入
し
、
引
渡
し
を
受
け
た
も
の
の
、
そ
の
計
画
を
実
行
す
る
よ
り
前

に
夫
と
喧
嘩
し
た
た
め
、
そ
の
絨
毯
を
も
っ
ぱ
ら
自
分
だ
け
の
た
め
に
自
分
の
部
屋
に
敷
く
こ
と
に
し
た
と
き
で
あ
る（（（
（

。
先
に
挙
げ

た
見
解
の
う
ち
、
物
上
代
位
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
は
、
家
政
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
時
に
、
経
由
的
に
生
じ
る
と
と
ら
え
る
見
解
は
、
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家
政
へ
の
組
入
れ
を
明
文
に
な
い
要
件
と
し
て
求
め
て
い
る（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
物
上
代
位
は
適
用
さ
れ
ず
、
新

し
い
絨
毯
の
所
有
権
は
、
妻
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
物
上
代
位
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
は
、
本

来
で
あ
れ
ば
調
達
を
し
た
配
偶
者
が
所
有
権
を
取
得
し
た
時
に
、
直
接
的
に
生
じ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
家
政
へ
の
組
入
れ
を
要
件

と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
な
い
の
が
一
般
で
あ
る（（（
（

。
も
し
こ
の
こ
と
を
要
件
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
絨

毯
の
所
有
権
は
、
物
上
代
位
に
も
と
づ
い
て
、
夫
に
属
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
通
説
に
た
ち
つ
つ
、「
代
位
物
が
直0

接0

家
政
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
要
件
0

0

で
あ
る（（（
（

」
と
す
る
な
ら
ば
、
物
上
代
位
は
適
用
さ
れ
ず
、
新
し
い
絨
毯
の
所
有
権
は
、
妻

に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
　

⑵　

備
蓄
品
事
例

　

先
に
挙
げ
た
絨
毯
事
例
に
つ
い
て
、
通
説
が
ど
の
よ
う
な
解
決
を
与
え
る
の
か
は
、
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
比
較

的
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
代
償
と
し
て
家
財
道
具
を
調
達
し
て
お
い
た
ケ
ー
ス
の
取
扱
い
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
そ
の
家
財
道
具
が
実
際
に
代
償
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、
物
上
代
位
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
効
力
が
生

じ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る（（（
（

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
家
財
道
具
の
所
有
権
は
、
そ
れ
を
調
達
し
た
配
偶
者
に
い
っ
た
ん
帰
属
す
る
。

通
説
の
立
場
か
ら
は
、
経
由
的
取
得
が
生
じ
る
こ
と
を
例
外
的
に
認
め
る
こ
と
と
な
る（（（
（

。
他
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
物
上
代
位
に
よ
る

所
有
権
移
転
の
効
力
は
、
家
財
道
具
の
機
能
が
引
き
継
が
れ
た
と
き
に
、
調
達
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
生
じ
る
と
さ

れ
る（（（
（

。
こ
の
見
解
は
、
通
説
の
立
場
を
一
貫
さ
せ
、
備
蓄
品
事
例
を
含
め
、
物
上
代
位
は
つ
ね
に
直
接
取
得
を
も
た
ら
す
と
と
ら
え

て
い
る
。
備
蓄
と
し
て
の
調
達
と
代
償
と
し
て
の
調
達
と
で
取
扱
い
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
一
つ
ひ
と
つ
の
事
例
に
お
い
て
、
い
ず

れ
の
意
味
で
調
達
さ
れ
た
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属
が
不
明
確

に
な
っ
て
し
ま
い
、
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
家
財
道
具
が
備
蓄
と
し
て
調
達
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
物
上
代
位
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解
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も
あ
る（（（
（

。
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
備
蓄
と
し
て
の
調
達
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
と
、
家
財
道
具
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
の
を
待
っ
て
、
新
し
い
家
財
道
具
を
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
夫
婦
に
と
っ
て
不
都
合
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る（（（
（

。
し
か
し
、
物
上
代
位
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
夫
婦
が
家
財
道
具
を
調
達
し
な
い
と
い
う
事
態

は
考
え
に
く
い
か
ら
、
こ
の
批
判
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
物
上
代
位
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
の
問
題
点
は
、
備

蓄
と
し
て
調
達
さ
れ
た
家
財
道
具
が
代
償
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
後
も
、
そ
の
所
有
権
が
、
調
達
を
お
こ
な
っ
た

配
偶
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
あ
る（（（
（

。
こ
れ
で
は
、
備
蓄
と
し
て
調
達
さ
れ
た
と
き
と
、
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
と
き
と
で
、
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
、
代
償
と
し
て
の
調
達
に
は
、
代
償
と
す
る
意
思
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
３

⑴
（。
し
か
し
、
そ
の
意
思
は
、
即
時
の
代
償
で
は
な
く
、
将
来
の
代
償
、
つ
ま
り
備
蓄
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ

な
い
は
ず
で
あ
る（（（
（

。

　

６　

規
定
の
性
質

　

BGB 

§ 1370

は
、
任
意
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
は
、
双
方
の
合
意
に
よ
っ
て
、
同
条
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
が

で
き
る（（（
（

。
ま
ず
、
あ
ら
か
じ
め
一
般
的
に
同
条
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
法
定
夫
婦
財
産
制
の
変
更
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
う
す
る
た
め
に
は
、
夫
婦
は
、
夫
婦
財
産
契
約
の
方
式
（BGB 
§ 1410

（
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
一
つ
ひ

と
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
同
条
の
適
用
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
夫
婦
は
、
そ
の
旨
の
合
意
を
無
方
式
で
す
れ
ば
足
り
る（（（
（

。
こ
の
こ

と
と
の
関
係
で
、
家
財
道
具
を
調
達
す
る
た
め
に
か
か
っ
た
費
用
を
夫
婦
が
共
同
で
負
担
し
た
と
き
は
、
そ
の
夫
婦
の
間
に
お
い
て
、

同
条
の
適
用
を
排
除
す
る
旨
の
合
意
が
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る（（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
資
力
の

出
所
を
問
わ
な
い
（
４
⑴
（
と
す
るBGB 

§ 1370

の
構
造
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
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Ⅴ　

BGB 

§ 1370

に
対
す
る
批
判

　

BGB 

§ 1370

に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
解
釈
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
一
方
で
、
し
だ
い
に
立
法
論
的
な
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、BGB 

§ 1370

の
趣
旨
に
対
す
る
批
判
（
１
（
と
、
そ
れ
以
外
の
批
判
（
２
（
と
に
分
け
て
み
て
い

こ
う
。

　

１　

BG
B 

§ 1370
の
趣
旨

　

BGB 

§ 1370

の
趣
旨
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
四
つ
の
点
（
Ⅱ
２
（
は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。

　
　

⑴　

夫
婦
の
通
常
の
意
思

　

第
一
に
、BGB 

§ 1370

の
ル
ー
ル
が
夫
婦
の
通
常
の
意
思
に
合
致
す
る
と
い
う
点
は
、「
経
験
的
に
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い（（（
（

」。

家
財
道
具
が
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
権
が
夫
婦
の
ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
か
を
夫
婦
が
意
識
し
て
い
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い（（（
（

。
ま
た
、
夫
婦
が
所
有
権
の
帰
属
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
夫
婦
の
意
思
は
、
通
常
、

そ
の
家
財
道
具
が
も
と
の
家
財
道
具
の
帰
属
し
て
い
た
配
偶
者
の
単
独
所
有
と
な
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
調
達

を
お
こ
な
っ
た
配
偶
者
の
単
独
所
有
と
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
夫
婦
の
共
有
と
な
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（（（
（

。

こ
れ
に
対
し
、
立
法
資
料
は
、
も
と
の
家
財
道
具
が
夫
婦
の
共
同
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
か
ら
、BGB 

§ 1370

の

ル
ー
ル
が
夫
婦
の
通
常
の
意
思
に
合
致
す
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
物
の
利
用
の
状
況
と
所
有
権
の
帰
属
先
は
、
別
の
レ
ベ
ル
の

問
題
で
あ
る（（（
（

。
ま
た
、
か
り
に
両
者
を
結
び
つ
け
る
と
し
て
も
、
も
と
の
家
財
道
具
が
夫
婦
の
共
同
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
推
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
代
わ
り
の
家
財
道
具
も
夫
婦
の
共
有
と
な
る
と
い
う
意
思
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（（（（
（

。

　

他
方
、
意
思
の
推
定
に
も
と
づ
く
論
証
は
、
旧
法
で
は
有
効
で
あ
っ
た
。『
第
二
委
員
会
議
事
録
』
に
よ
れ
ば
、BGB 

§ 1382 a. 
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F. 
の
ル
ー
ル
は
、「
誠
実
で
立
派
な
あ
ら
ゆ
る
夫
の
通
常
の
意
思
」
に
合
致
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
基
礎
に
は
、
夫
は
妻
の
財
産
を

管
理
・
用
益
す
る
一
方
で
、
そ
の
本
体
を
維
持
す
る
義
務
を
負
う
、
と
い
う
管
理
共
同
制
の
構
造
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
別
産

制
を
基
礎
と
す
る
剰
余
共
同
制
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
と
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
法
で
は
、
旧
法
の
論
証
を
維
持
す
る

こ
と
が
で
き
な
い（（（（
（

。

　
　

⑵　

法
的
明
確
性
の
確
保

　

第
二
に
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属
を
明
確
に
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
で

あ
る
か
は
疑
わ
し
い
。

　

一
方
で
、
こ
の
ル
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
家
財
道
具
の
所
有
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、

も
と
の
家
財
道
具
の
所
有
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
た
い
て
い
困
難
で
あ
る（（（（
（

。

ま
た
、
代
償
と
し
て
の
調
達
と
新
た
な
取
得
と
の
間
を
ど
の
よ
う
に
限
界
づ
け
る
か
、
物
上
代
位
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
効
力
が
生

じ
る
の
は
い
つ
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
が
定

め
ら
れ
た
こ
と
で
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い（（（（
（

。

　

他
方
で
、
夫
婦
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
無
方
式
の
合
意
に
よ
り
家
財
道
具
の
物
上
代
位
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
Ⅳ
６
（。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
物
上
代
位
が
定
め
ら
れ
て
も
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属

は
明
確
に
な
ら
な
い
。
夫
婦
の
間
に
お
い
て
同
条
と
は
異
な
る
合
意
が
黙
示
に
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
を
、
つ
ね
に
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る（（（（
（

。

　
　

⑶　

所
有
権
の
帰
属
の
維
持

　

第
三
に
、
家
財
道
具
が
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、BGB 
§ 1370
に
よ
り
、
そ
の
家
財
道
具
の
所
有
権
を
も
と

の
家
財
道
具
の
所
有
者
で
あ
っ
た
配
偶
者
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
、
次
の
事
情
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
配
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偶
者
は
、
婚
姻
共
同
生
活
を
お
こ
な
う
義
務
（BGB 

§ 1353

（
を
履
行
す
る
た
め
に
、
自
分
の
家
財
道
具
を
夫
婦
の
共
同
の
利
用
に

供
し
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
夫
婦
が
婚
姻
共
同
生
活
を
お
こ
な
う
義
務
を
履
行
し
な
い
と
い
っ
た
例
外
的
な
ケ
ー
ス
を
念
頭
に
置
い
て
、
特

別
な
ル
ー
ル
を
法
律
に
定
め
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う（（（（
（

。
ま
た
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属
を
法
上
当
然
に
維
持
す
る
ル
ー
ル
は
、

夫
が
妻
の
財
産
を
管
理
・
用
益
す
る
、
と
い
う
管
理
共
同
制
の
構
造
の
も
と
で
正
当
化
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る（（（（
（

。
し
か
し
、
別
産

制
を
基
礎
と
す
る
剰
余
共
同
制
の
も
と
で
は
、
夫
婦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
財
産
を
管
理
・
用
益
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
夫
婦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
財
産
の
維
持
を
図
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
法
律
が
こ
れ
に
介
入
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

　
　

⑷　

前
倒
し
さ
れ
た
剰
余
清
算

　

第
四
に
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、「
前
倒
し
さ
れ
た
剰
余
清
算
」
の
意
味
を
も
つ
と
も
い
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

「
そ
の
出
発
点
か
ら
し
て
実
態
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る（（（（
（

」。
な
ぜ
な
ら
、
夫
婦
が
家
財
道
具
を
調
達
す
る
と
き
は
、
で
き
る
限
り
快

適
な
家
族
生
活
を
続
け
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
婚
姻
終
了
時
の
剰
余
清
算
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　

２　

BG
B 

§ 1370

の
問
題
点

　

BGB 

§ 1370

に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
も
重
要
と
み
ら
れ
る
の
は
、

次
の
点
で
あ
る
。

　
　

⑴　

価
値
の
増
加

　

ま
ず
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
代
位
物
で
あ
る
家
財
道
具
の
価
値
が
原
目
的
物
で
あ
る
家
財
道
具
の
価
値
よ
り
も
高
い
と
き
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は
、
代
位
物
で
あ
る
家
財
道
具
を
取
得
す
る
配
偶
者
を
、
一
方
的
に
利
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、

そ
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
の
効
果
が
強
す
ぎ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（（（
（

。

　

家
財
道
具
の
価
値
が
増
加
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
解
釈
論
と
し
て
、
そ
の
増
加
が
「
顕
著
」
で
あ
る
と
き
に
、
物
上
代
位
の

適
用
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
（
Ⅳ
３
⑵
（。
し
か
し
、「
顕
著
」
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
を
い
う
の
か
が
明
ら

か
で
な
い
な
ど
、
解
釈
論
と
し
て
は
難
点
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
物
上
代
位
の
要
件
と
し
て
、
価
値
の
大
小
は
問

わ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
代
位
物
で
あ
る
家
財
道
具
を
取
得
し
た
配
偶
者
が
得
た
利
益
は
、
婚
姻
終
了
時
の
剰
余
清
算
に

よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
た
（
Ⅳ
３
⑵
（。
し
か
し
、
剰
余
清
算
は
、
あ
く
ま
で
価
値
的
な
調
整
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
代
位
物
で
あ
る
家
財
道
具
の
所
有
権
は
、
そ
の
配
偶
者
に
帰
属
し
た
ま
ま
と
な
る（（（（
（

。
ま
た
、
婚
姻
終
了
時
に
剰
余
清

算
が
さ
れ
る
と
し
て
も
、
婚
姻
中
に
一
方
配
偶
者
が
利
益
を
得
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　
　

⑵　

男
女
同
権
原
則

　

次
に
、
男
女
同
権
原
則
と
の
関
係
を
問
題
と
す
る
も
の
が
あ
る（（（（
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
妻
が
夫
に
従
属

し
て
い
た
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
妻
は
家
財
道
具
だ
け
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
家
財
道
具
は
妻
だ
け
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
て

い
た
時
代
に
は
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
妻
の
財
産
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た（（（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、

妻
の
財
産
能
力
が
承
認
さ
れ
て
い
く
と
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
し
だ
い
に
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
っ
た
。
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お

い
て
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
妻
は
夫
に
従
属
す
る
と
い
う
古
い
観
念
が
、
な
お
生
き
続
け
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、
男
女
同
権
の
確
立
に
よ
っ
て
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
男
女
同
権
法
の
立
法

者
は
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
関
す
る
規
定
を
承
継
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
削
除
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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Ⅵ　

BGB 

§ 1370

の
削
除

　

こ
の
よ
う
に
、BGB 

§ 1370

に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
法
論
的
な
批
判
が
く
わ
え
ら
れ
た
。
最
も
代
表
的
な
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
注
釈
の
最
初
で
、
同
条
の
ル
ー
ル
は
、「
法
政
策
的
に
み
て
疑
わ
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（（（（
（

と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
剰
余
共

同
制
の
改
革
を
め
ぐ
る
作
業
の
過
程
で
も
、BGB 

§ 1370

に
関
す
る
議
論
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
研
究
者
の
一
人
よ
り
、
同
条
の
削

除
が
強
く
主
張
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
法
定
夫
婦
財
産
制
と
し
て
剰
余
共
同
制
を
導
入
し
た
段
階
で
、
こ
の
規
定
は
そ
の
意

義
を
失
っ
た（（（（
（

」
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
二
〇
〇
九
年
に
成
立
し
た
「
剰
余
清
算
お
よ
び
後
見
法
の
改
正
に
関
す
る
法
律（（（（
（

」
は
、BGB 

§ 

1370

を
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

１　

立
法
理
由

　

立
法
資
料
に
よ
れ
ば
、BGB 

§ 1370

が
家
財
道
具
に
つ
い
て
物
上
代
位
を
命
じ
て
い
る
の
は
、「
不
適
切（（（（
（

」
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の

理
由
は
、
次
の
三
点
で
あ
る（（（（
（

。

　

第
一
に
、
物
上
代
位
に
よ
る
解
決
は
、
そ
も
そ
も
法
政
策
上
疑
わ
し
い
。
剰
余
共
同
制
は
、
別
産
制
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
一
方
配
偶
者
が
取
得
し
た
物
を
他
方
配
偶
者
に
対
し
、
物
上
代
位
に
よ
り
法
上
当
然
に
帰
属
さ
せ
る
の
は
相
当

で
な
い
。
第
二
に
、
物
上
代
位
は
、
衡
平
で
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
鉄
製
の
食
器
の
代
わ
り
に
、
銀
製

の
食
器
一
二
点
セ
ッ
ト
が
購
入
さ
れ
た
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
量
的
・
質
的
に
み
て
よ
い
家
財
道
具
が
代
償
と
し
て
調
達
さ
れ
た
と

き
は
、
も
と
の
家
財
道
具
の
所
有
者
で
あ
っ
た
配
偶
者
に
、
根
拠
の
な
い
利
得
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
第
三
に
、
こ
の
規
定
の
一

次
的
な
目
的
は
、
所
有
権
の
帰
属
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
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は
、
も
と
の
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
物
上
代
位
の

役
割
は
限
定
的
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
理
由
づ
け
は
い
ず
れ
も
、BGB 

§ 1370

に
対
す
る
学
説
の
批
判
を
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
、
Ⅴ

１
⑶
と
２
⑵
、
第
二
の
理
由
は
、
Ⅴ
２
⑴
、
第
三
の
理
由
は
、
Ⅴ
１
⑵
と
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

経
過
規
定

　

改
正
法
の
施
行
日
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
で
あ
る
。
経
過
規
定
に
よ
れ
ば
、
離
婚
を
原
因
と
す
る
家
財
道
具
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
そ
の
家
財
道
具
が
改
正
法
の
施
行
日
よ
り
も
前
に
調
達
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、BGB 

§ 1370

が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る

（EGBGB A
rt. 229 

§ 20 A
bs. 1

（。

Ⅶ　

お
わ
り
に

　

家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
代
位
物
を
取
得
す
る
た
め
に
か
か
っ
た
費
用
を
だ
れ
が
負
担
し
た
の
か
を
問
わ
ず
に
、
法
上
当
然
に
、

そ
の
所
有
権
を
原
目
的
物
の
所
有
者
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
は
、
物
上
代
位

の
な
か
で
も
特
別
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
民
法
典
が
制
定
さ
れ
た
と
き
は
、
法
定
夫
婦
財
産
制
と
し
て
、
管
理
共
同
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
財
産
制
の
も
と
で

は
、
妻
は
、
財
産
の
管
理
・
用
益
と
婚
姻
中
に
取
得
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
、
夫
の
劣
位
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、

家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
男
女
同
権
法
は
、
法
定
夫
婦
財
産
制
と
し
て
、
剰
余
共
同
制
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
財
産
制
は
、
別
産
制
を
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基
礎
と
し
つ
つ
、
婚
姻
終
了
時
に
剰
余
清
算
を
お
こ
な
う
こ
と
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位

に
関
す
る
規
定
は
、
あ
ら
た
め
て
、
そ
の
正
当
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
を
、
夫
婦
の
通
常
の
意

思
、
法
的
明
確
性
の
確
保
、
所
有
権
の
帰
属
の
維
持
お
よ
び
前
倒
し
さ
れ
た
剰
余
清
算
に
も
と
づ
い
て
正
当
化
す
る
試
み
は
、
い
ず

れ
も
首
尾
を
得
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
代
位
物
の
価
値
が
原
目
的
物
の
価
値
よ
り
も
高
い
と
き
は
、
衡
平
で
な
い
結
果
が
生
じ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
解
釈
論
に
よ
り
対
処
す
る
こ
と
に
は
、
限
界
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
関
す
る
規
定
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
一
世
紀
以
上
、
男
女
同
権
法
が
成
立

し
て
か
ら
半
世
紀
余
り
が
経
過
し
た
後
、
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
規
定
は
、
そ
の
成
立
か
ら
修
正
を
へ
て
削
除
に
い
た

る
ま
で
、
裁
判
で
争
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
こ
で
、
学
説
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
想
定
し
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
論
を

展
開
し
て
き
た
こ
と
、
も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
が
削
除
さ
れ
る
前
の
段
階
で
も
、
そ
の
要
件
と
効
果
の
基
本
部
分
に
つ
い
て
す
ら
、

な
お
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

そ
う
す
る
と
、
物
上
代
位
に
よ
ら
ず
に
、
家
財
道
具
の
所
有
権
の
帰
属
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
、
家
財
道
具
の
物
上
代
位
に
関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た
後
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い

る
の
か
を
検
討
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
視
点
に
も
と
づ
い
て
日
本
の
議
論
を
と
ら
え
直
す
こ
と
、
こ
れ
が
次
稿
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
（　Gesetz über die Gleichberechtigung von M

ann und Frau auf dem
 Gebiete des bürgerlichen Rechts vom

 18. 6. 
1957, BGBl. I S. 609.

（
2
（　Gesetz zur Ä

nderung des Zugew
innausgleichs- und V

orm
undschaftsrechts vom

 6. 7. 2009, BGBl. I, S. 1696.

（
3
（　

水
津
太
郎
「
ド
イ
ツ
管
理
共
同
制
に
お
け
る
家
財
道
具
の
物
上
代
位
規
定
─
生
成
・
展
開
の
構
造
と
基
礎
」
法
研
八
四
巻
一
二
号

（
二
〇
一
一
年
（
六
三
一
頁
。

（
4
（　

山
口
純
夫
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
展
開
（
一
（
～
（
四
（
─
付
加
利
得
共
通
制
の
成
立
」
甲
法
一
四
巻
三･

四
号
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（
一
九
七
四
年
（
一
︲
五
一
頁
、
一
五
巻
三･

四
号
（
一
九
七
五
年
（
一
八
一
︲
二
二
七
頁
、
一
六
巻
一
～
四
合
併
号
（
一
九
七
六
年
（

一
︲
四
二
頁
、
一
八
巻
一･

二
号
（
一
九
七
八
年
（
四
五
︲
六
六
頁
。

（
5
（　Protok

Olle der [2.] K
om

m
ission für die Zw

eite Lesung des Entw
urfs des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Bd. 4, 

Berlin 1897, S. 191, in: Benno M
U
GD
A
N, D

ie gesam
m

ten M
aterialien zum

 Bürgerlichen Gesetzbuch für das D
eutsche 

Reich, Bd. 4, Berlin 1899, S. 766 und H
einrich J A

K
O
BS/W

erner S
CH
U
BERT, D

ie Beratung des Bürgerlichen Gesetz- 
buchs: in system

atischer Zusam
m

enstellung der unveröffentlichten Q
uellen, Fam

ilienrecht I, Berlin/N
ew

 Y
ork 

1987, S. 576.

（
6
（　

以
上
に
つ
い
て
、
水
津
・
前
掲
注
（
3
（
六
六
四
頁
。

（
7
（　BT

-D
rucks. II/224, S. 42.

（
8
（　BT

-D
rucks. II/224, S. 42.

（
9
（　

も
っ
と
も
、
立
法
資
料
は
、BGB 

§ 1382 a. F. 

の
趣
旨
の
う
ち
、
第
一
点
を
、「
妻
は
、
自
分
の
家
財
道
具
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
正

常
な
状
態
で
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
と
み
た
う
え
で
、
草
案
は
、
こ
の
こ
と
も
「
考
慮
し
て
い
る
」
と
し

て
い
る
。BT

-D
rucks. II/224, S. 42.

（
10
（　H

ans D
Ö
LLE, Fam

ilienrecht: D
arstellung des deutschen Fam

ilienrechts m
it rechtsvergleichenden H

inw
eisen, 

Bd. 1, K
arlsruhe 1964, 

§ 53 II, S. 768; D
as Bürgerliche Gesetzbuch m

it besonderer Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des Reichsgerichts und Bundesgerichtshofes: K

om
m

entar, 10.-11. A
ufl., Bd. 4, 1. T

eil, Berlin 1960, 

§ 1370 [Georg S
CH
EFFLER], A

nm
. 1-2; Bürgerliches Gesetzbuch: M

it Einführungsgesetz und N
ebengesetzen: 

K
ohlham

m
er-K

om
m

entar, begründet von H
ans T

heodor Soergel, 9. A
ufl., Bd. 4, Stuttgart 1963, 

§ 1370 [V
O
GEL], Rn. 

1-4; J. von Staudingers K
om

m
entar zum

 Bürgerlichen Gesetzbuch m
it Einführungsgesetz und N

ebengesetzen, 10.- 
11. A

ufl., Buch 4, Berlin 1965, 

§ 1370 [W
ilhelm

 F
ELGEN

T
RA
EGER], Rn. 1-3; H

andkom
m

entar zum
 Bürgerlichen 

Gesetzbuch: m
it Einführungsgesetz usw

, herausgegeben von W
alter Erm

an, 3. A
ufl., Bd. 2, M

ünster 1962, 

§ 1370 
[H

orst B
A
RT
H
O
LO
M
EY
CZIK], A

nm
. 1; Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, 30. A

ufl., M
ünchen 1970, 

§ 1370 [W
olfgang 

L
A
U
T
ERBA

CH], V
orbem

. 

例
外
と
し
て
、Joachim

 G
ERN

H
U
BER, Lehrbuch des Fam

ilienrechts, 1. A
ufl., M

ünchen/Berlin 
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1964, 

§ 34 III, S. 322-323.

（
11
（　K

laus F
RO
M
M, D

ie Surrogation von H
aushaltsgegenständen und ihre Berechtigung im

 Güterstand der Zuge- 
w

inngem
einschaft: Eine U

ntersuchung zu 

§ 1370 BGB, K
iel 1969; Irene V

LA
SSO
PO
U
LO
S, D

er eheliche H
ausrat im

 Fam
i- 

lien- und Erbrecht, Schriften zum
 bürgerlichen Recht, Bd. 80, Berlin 1983.

（
12
（　

Ｄ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
（
鈴
木
禄
弥
訳
（『
ド
イ
ツ
家
族
法
』（
創
文
社
、
一
九
八
六
年
（、D

ieter G
IESEN, Fam

ilienrecht, 2. A
ufl., 

T
übingen 1997; Joachim

 G
ERN

H
U
BER/D

agm
ar C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht, 5. A
ufl., M

ünchen 2006; T
ohm

as 
R
A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht, 2. A

ufl., H
eidelberg 2008.

（
13
（　D

as Bürgerliche Gesetzbuch m
it besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und 

Bundesgerichtshofes: K
om

m
entar, 12. A

ufl., Bd. 4, 1. T
eil, Berlin/N

ew
 Y

ork 1984, 

§ 1370 [Franz-Josef F
IN
K
E]; 

Bürgerliches Gesetzbuch: M
it Einführungsgesetz und N

ebengesetzen: K
ohlham

m
er-K

om
m

entar, begründet von 
H

ans T
heodor Soergel, 12. A

ufl., Bd. 7, Stuttgart ua 1989, 

§ 1370 [H
erm

ann L
A
N
GE]; Barbara D

A
U
N
ER- L

IEB/T
hom

as 
H
EID
EL/Gerhard R

IN
G (H

rsg.), A
nw

altkom
m

entar BGB, Bd. 4, Bonn 2005, 

§ 1370 [U
rs Peter G

RU
BER]; J. von Stau- 

dingers K
om

m
entar zum

 Bürgerlichen Gesetzbuch m
it Einführungsgesetz und N

ebengesetzen, N
eubearbeitung 

2007, Buch 4, Berlin 2007, 

§ 1370 [Burkhard T
H
IELE]; Georg B

A
M
BERGER/H

erbert R
O
T
H (H

rsg.), K
om

m
entar zum

 
Bürgerlichen Gesetzbuch, 2. A

ufl., Bd. 3, M
ünchen 2008, 

§ 1370 [Jörg M
A
Y
ER]; Erm

an: Bürgerliches Gesetzbuch, 
H

andkom
m

entar, 12. A
ufl., Bd. 2, K

öln 2008, 

§ 1370 [K
atharina G

A
M
ILLSCH

EG]; M
ünchener K

om
m

entar zum
 

Bürgerlichen Gesetzbuch, 4. A
ufl., Bd. 7, M

ünchen 2009, 

§ 1370 [Elisabeth K
O
CH]; Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, 

68. A
ufl., M

ünchen 2009, 

§ 1370 [Gerd B
RU
D
ERM

Ü
LLER].

（
14
（　 M

artin L
Ö
H
N
IG, Problem

e der dinglichen Surrogation am
 Beispiel der 

§§ 1370, 2019 BGB, in: JA
 2003, S. 990; 

T
hom

as G
ERGEN, D

ie „dingliche Surrogation

“ im
 Fam

ilienrecht, in: A
d legendum

 2009, S. 195.

（
15
（　RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5.

（
16
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2.

（
17
（　G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 32; 
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R
A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 394; Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 

(Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; Palandt/B
RU
D
ERM

Ü
LLER, BGB

68 (Fn. 13), 

§ 1370, 
Rn. 2.

（
18
（　G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31; 
RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; Soergel/L
A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; 
M

ünchK
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; L
Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 993; G

ERGEN, Surrogation (Fn. 14), S. 
196; auch vgl. Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3-4. 

（
19
（　RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1. 

こ
の
指
摘
は
、Erm

an/
B
A
RT
H
O
LO
M
EY
CZIK, BGB

3 (Fn. 10), 

§ 1370, A
nm

. 1

に
さ
か
の
ぼ
る
。

（
20
（　R

A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 395; RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6; Soergel/L
A
N
GE, BGB

12 (Fn. 
13), 

§ 1370, Rn. 8; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; 
Erm

an/G
A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 
§ 1370, Rn. 2; M

ünchK
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6. 

さ
ま
ざ
ま
な
学
説

に
つ
い
て
、F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 12-15. 

（
21
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31; RGRK
/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6; 
Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 8; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; Staudinger/T
H
IELE, BGB 

2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3, S. 178; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 

(Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 
§ 1370, Rn. 6; V

LA
SSO
PO
U
LO
S, D

er eheliche H
ausrat (Fn. 11), 

S. 52; L
Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 993 Fn. 50.

（
22
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 14.

（
23
（　Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 7; ferner 
A

nw
K

/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6; L
Ö
H
N
IG, Surrogation 

(Fn. 14), S. 993.
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（
24
（Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4.

（
25
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; L
Ö
H
N
IG, 

Surrogation (Fn. 14), S. 994.
（
26
（　Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9.
（
27
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9.

（
28
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; M
ünch-

K
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 8.

（
29
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Bam
berger/

Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5; L
Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994.

（
30
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31 m
it Fn. 28; R

A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), 

Rn. 395; RGRK
/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 8; Soergel/L
A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10; A
nw

K
/G
RU
BER, 

BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Palandt/B
RU
D
ERM

Ü
LLER, BGB

68 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; 
L
Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994; G

ERGEN, Surrogation (Fn. 14), S. 195. 

（
31
（　G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12.

（
32
（　O

LG N
ürnberg, Fam

RZ 1964, 297.

（
33
（　O

LG K
oblenz, N

JW
-RR 1994, 516.

（
34
（　Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5.

（
35
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 13), 

§ 34, Rn. 31 m
it Fn. 30; RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 
1370, Rn. 13; M

ünchK
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1. 

（
36
（　

後
掲
注
（
37
（
か
ら
（
40
（
ま
で
に
挙
げ
た
文
献
の
ほ
か
、Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 15.

（
37
（　A

nw
K

/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4 Fn. 13 a. E.

（
38
（　F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 19. 
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（
39
（　Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4.
（
40
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 7.
（
41
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31; Soergel/L
A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12; 
A

nw
K

/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 8; Staudinger/T
H
IELE (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 13; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, 

BGB
2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 
1370, Rn. 10; Palandt/B

RU
D
ERM

Ü
LLER, BGB

68 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; L
Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994; G

ERGEN, 
Surrogation (Fn. 14), S. 195.

（
42
（　RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Soergel/L
A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12; Bam
berger/Roth/

M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 
§ 1370, Rn. 6; Erm

an/G
A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1.

（
43
（　R

A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 394. 

（
44
（　Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12.

（
45
（　Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12.

（
46
（　A

nw
K

/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 8; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 13.

（
47
（　O

LG N
ürnberg, Fam

RZ 1964, 297. 
こ
の
裁
判
例
は
、
本
文
に
掲
げ
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
代
償
と
し
て
の
調
達
を
認
め
て
い

る
。

（
48
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31; Soergel/L
A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12

は
、
前
掲
注
（
47
（
に
挙
げ
た
裁
判
例
の
判
断
を
支
持
し
て
い
る
。

（
49
（　M

ünchK
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10 m
it Fn. 15

に
よ
れ
ば
、
前
掲
注
（
47
（
に
挙
げ
た
裁
判
例
の
判
断
は

正
当
で
な
い
と
さ
れ
る
。

（
50
（　

後
掲
注
（
51
（
か
ら
（
53
（
ま
で
に
挙
げ
た
文
献
を
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
代
償
と
す
る
意
思
は
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

強
調
す
る
も
の
と
し
て
、L

Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994. 

（
51
（　Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6.

（
52
（　G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; so w

ohl Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4.
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（
53
（　Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 11; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10. 

（
54
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), Rn. 8; Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 

(Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 13. 
（
55
（　M

ünchK
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10; vgl. auch G
ERGEN, Surrogation (Fn. 14), S. 195.

（
56
（　BayO

bLG, Fam
RZ 1970, 31.

（
57
（　R

A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 395; Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 13. 

疑
問
を
投
げ
か
け

る
も
の
と
し
て
、RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10.

（
58
（　

後
掲
注
（
59
（
か
ら
（
63
（
ま
で
に
挙
げ
た
文
献
の
ほ
か
、G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-
W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31 m
it Fn. 31; Erm

an/G
A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; Palandt/
B
RU
D
ERM

Ü
LLER, BGB

68 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1.

（
59
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12; ferner A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5. 

と
く
に
自
動
車
に

つ
い
て
、R

A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 395.

（
60
（　Soergel/L

A
N
G
E, B

G
B

12 (F
n. 13), 

§ 1370, R
n. 12; B

am
berger/R

oth/M
A
Y
E
R, B

G
B

2 (F
n. 13), 

§ 1370, R
n. 6; 

M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 
§ 1370, Rn. 10; L

Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994.

（
61
（　G

ERGEN, Surrogation (Fn. 14), S. 195.

（
62
（　L

Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 990 und S. 994.

（
63
（　Soergel/L

A
N
G
E, B

G
B

12 (F
n. 13), 

§ 1370, R
n. 12; B

am
berger/R

oth/M
A
Y
E
R, B

G
B

2 (F
n. 13), 

§ 1370, R
n. 10; 

M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3.

（
64
（　BGH

Z 89, 137. 

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
宮
本
と
も
み
「
離
婚
後
の
家
具
分
配
（
一
（
─
ド
イ
ツ
家
具
令
（H

ausratsV
O

（
の

考
察
を
中
心
に
し
て
」
新
報
一
〇
三
巻
九
号
（
一
九
九
七
年
（
一
四
八
頁
。

（
65
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 12.

（
66
（　Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Fn. 6; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10.

（
67
（　L

Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 995.
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（
68
（　G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; Soergel/L
A
N
GE, BGB

12 (Fn. 
13), 

§ 1370, Rn. 13; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 7; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 18; 
Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 8; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1 und Rn. 5; 
M

ünchK
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4 und Rn. 10; Palandt/B
RU
D
ERM

Ü
LLER, BGB

68 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2; 
G
ERGEN, Surrogation (Fn. 14), S. 195.

（
69
（　Joachim

 G
ERN

H
U
BER, A

rt. Surrogationen, in: Bürgerliches Recht: Ein system
atisches Repetitorium

 für 
Fortgeschrittene, 3. A

ufl., JuS-Schriftenreihe, H
. 87, M

ünchen 1991, S. 468; D
agm

er C
O
EST

ER-W
A
LT
JEN, D

ie dingliche 
Surrogation, in: Jura 1996, S. 25; vgl. auch D

ieter S
T
RA
U
CH, M

ehrheitlicher Rechtsersatz: Ein Beitrag zur „dinglichen 
Surrogation

“ im
 Privatrecht, Schriften zum

 deutschen und europäischen Zivil-, H
andels- und Prozessrecht, Bd. 73, 

Bielefeld 1972, S. 128; M
anfred W

O
LF, Prinzipien und A

nw
endungsbereich der dinglichen Surrogation, in: Jus 1975, 

S. 713.

（
70
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31. 

（
71
（　Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2 und Rn. 8; L
Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 995.

（
72
（　R

A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 395; Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 11; Staudinger/T
H
IELE, 

BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 7; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 

(Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10; L
Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 993.  

（
73
（　

後
掲
注
（
74
（
と
（
75
（
に
挙
げ
た
文
献
の
ほ
か
、A

nw
K

/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6. 

な
お
、G

RU
BER

は
、
無
償

取
得
に
もBGB 

§ 1370

が
適
用
さ
れ
る
と
解
し
た
う
え
で
、
こ
の
場
合
に
は
同
条
の
適
用
を
排
除
す
る
夫
婦
間
の
合
意
（
Ⅳ
６
（
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（
74
（　A

chim
 R
O
LL, Zeitpunkt der Surrogation bei 

§ 1370 BGB, in: SchlH
A

 1971, S. 79.

（
75
（　F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 21. 

具
体
例
に
つ
い
て
は
、
絨
毯
を
食
卓
に
変
更
し
た
。

（
76
（　

も
と
の
家
財
道
具
が
夫
婦
の
共
有
に
属
し
て
い
た
と
き
は
、
代
償
と
し
て
の
家
財
道
具
も
、
夫
婦
の
共
有
に
属
す
る
。BayO

bLG, 
Fam

RZ 1970, 31; O
LG K

oblenz, N
JW

-RR 1994, 516. 

学
説
も
同
様
に
解
し
て
い
る
。G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilien- 
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recht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31; R
A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 396; RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; 
Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 14; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; L
Ö
H
N
IG, 

Surrogation (Fn. 14), S. 994.
（
77
（　

こ
の
問
題
設
定
に
つ
い
て
は
、vgl. R

O
LL, Surrogation (Fn. 74), S. 78. 

（
78
（　R

O
LL, Surrogation (Fn. 74), S. 79 und S. 80. 

（
79
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 14. 

同
趣
旨
の
も
の
と
し
て
、G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; 

G
ERN

H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 33; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10; 
Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 22; L
Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994. 

（
80
（　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
（
鈴
木
訳
（・
前
掲
注
（
12
（
一
一
六
頁
、G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 
(Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 14; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 
21; Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5; L
Ö
H
N
IG, 

Surrogation (Fn. 14), S. 990-991; G
ERGEN, Surrogation (Fn. 14), S. 195.

（
81
（　

こ
の
設
例
に
つ
い
て
は
、vgl. F
RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 22. 

（
82
（　R

O
LL, Surrogation (Fn. 74), S. 80.

（
83
（　

家
政
へ
の
組
入
れ
に
言
及
さ
れ
る
場
合
に
も
、
夫
婦
の
一
方
が
他
人
か
ら
家
財
道
具
を
調
達
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
家
財
道
具
を

家
政
に
組
み
入
れ
た
と
き
は
、「
調
達
さ
れ
た
」
の
要
件
を
欠
く
た
め
、
物
上
代
位
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。RGRK

/
F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 11; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 23. 

ま
た
、「
そ
の
代
わ
り
に
」
の

要
件
に
つ
い
て
、
代
償
と
す
る
意
思
が
あ
る
か
、
事
実
上
代
償
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
る
と
き
も
あ
る
。

Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 4; M
ünchK

om
m

/
K
O
CH, BGB

4, 

§ 1370, Rn. 10. 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
、
家
財
道
具
が
家
政
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
が

代
償
意
思
を
も
っ
て
調
達
さ
れ
た
と
き
は
、
物
上
代
位
が
適
用
さ
れ
る
と
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
84
（　M

ünchK
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5

〔
強
調
水
津
〕. 
同
旨
と
み
ら
れ
る
の
は
、G

ERN
H
U
BER, Surrogation (Fn. 

69), S. 470.
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（
85
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 33; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 8 a.E. 
und Rn. 10; Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 5; 
G
ERN

H
U
BER, Surrogation (Fn. 69), S. 470.

（
86
（　

こ
の
分
析
は
、L

Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994. 

（
87
（　L

Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994.

（
88
（　Soergel/L

A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 9; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 23.

（
89
（　V

gl. F
RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 24. 

（
90
（　A

nw
K

/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 10; w
ohl auch L

Ö
H
N
IG, Surrogation (Fn. 14), S. 994. 

（
91
（　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、R

O
LL, Surrogation (Fn. 74), S. 79. 

（
92
（　G

IESEN, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 265; G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 35-37; 
R
A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 13), Rn. 394; RGRK

/F
IN
K
E, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 14; Soergel/L
A
N
GE, BGB

12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6; A
nw

K
/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 3; Staudinger/T
H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 16 und 
Rn. 30; Bam

berger/Roth/M
A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 14; Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6; 
M

ünchK
om

m
/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 15; G
ERGEN, Surrogation (Fn. 14), S. 196.

（
93
（　BayO

bLG, Fam
RZ 1970, 31; LG D

üsseldorf, N
JW

 1972, 60.

（
94
（　O

LG H
am

m
, Fam

RZ 1998, 1028. 

（
95
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 34 Fn. 34; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 
13), 

§ 1370, Rn. 8 Fn. 30; vgl. auch Erm
an/G

A
M
ILLSCH

EG, BGB
12 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 6.

（
96
（　M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2.

（
97
（　V

LA
SSO
PO
U
LO
S, D

er eheliche H
ausrat (Fn. 11), S. 51.

（
98
（　V

LA
SSO
PO
U
LO
S, D

er eheliche H
ausrat (Fn. 11), S. 51. 

な
お
、R

A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 394; F

RO
M
M, 

Surrogation (Fn. 11), S. 95-96, 100

に
よ
れ
ば
、
夫
婦
の
通
常
の
意
思
は
、
家
財
道
具
を
共
有
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

F
RO
M
M

は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
家
具
令
に
お
け
る
共
有
推
定
の
規
定
（H

ausratsV
O

 
§ 8 II a. F.

（
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
論
証
の
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問
題
点
に
つ
い
て
は
、
水
津
・
前
掲
注
（
3
（
六
八
七
頁
。

（
99
（　F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 101. 

（
100
（　F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 101. 

（
101
（　Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1-2; ferner R
A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 394.

（
102
（　A

nw
K

/G
RU
BER, BGB (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; Bam
berger/Roth/M

A
Y
ER, BGB

2 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 1; V
LA
SSO
PO
U
LO
S, 

D
er eheliche H

ausrat (Fn. 11), S. 52.

（
103
（　V

LA
SSO
PO
U
LO
S, D

er eheliche H
ausrat (Fn. 11), S. 52 Fn. 14.

（
104
（　R

A
U
SCH

ER, Fam
ilienrecht 2 (Fn. 12), Rn. 394.

（
105
（　F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 101-102. 

（
106
（　F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 74-75, 98. 

（
107
（　F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 100. 

（
108
（　G

ERN
H
U
BER/C

O
EST

ER-W
A
LT
JEN, Fam

ilienrecht 5 (Fn. 12), 

§ 34, Rn. 31; M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 
3; F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 99-100, vgl. auch S. 10, 11-12; V

LA
SSO
PO
U
LO
S, D

er eheliche H
ausrat (Fn. 11), S. 51-52.

（
109
（　

剰
余
清
算
と
物
上
代
位
の
関
係
に
つ
い
て
、V

LA
SSO
PO
U
LO
S, D

er eheliche H
ausrat (Fn. 11), S. 50.

（
110
（　F

RO
M
M, Surrogation (Fn. 11), S. 102-103. 

（
111
（　

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
法
か
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
を
へ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
水

津
・
前
掲
注
（
3
（
六
三
一
頁
も
参
照
。

（
112
（　Staudinger/T

H
IELE, BGB 2007 (Fn. 13), 

§ 1370, Rn. 2

〔
強
調
原
文
〕.

（
113
（　Elisabeth K

O
CH, D

ie geplanten N
euregelungen des Zugew

innausgleichs, Fam
RZ 2008, S. 1129. K

O
CH

は
、

M
ünchK

om
m

/K
O
CH, BGB

4 (Fn. 13), 

§ 1370

の
執
筆
担
当
者
と
同
一
人
で
あ
る
。

（
114
（　

こ
の
改
正
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
松
久
和
彦
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
検
討
（
一
（
～
（
三
・
完
（
─
剰
余
共
同
制
の
限

界
と
改
正
の
動
向
」
立
命
三
〇
九
号
（
二
〇
〇
六
年
（
二
五
九
頁
、
三
一
三
号
（
二
〇
〇
七
年
（
一
三
二
頁
、
三
一
七
号
（
二
〇
〇
八

年
（
三
三
七
頁
、
同
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
改
正
の
背
景
と
概
要
」
立
命
三
二
七
・
三
二
八
号
（
二
〇
〇
九
年
（
八
三
二
頁
。
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（
115
（　BT

-D
rucks. 16/10798, S. 14.

（
116
（　BT

-D
rucks. 16/10798, S. 14.


