
フ
ラ
ン
ス
で
は
不
動
産
の
売
買
や
賃
貸
、
贈
与
や
遺
贈
、
遺
産
分
割
な
ど

私
的
な
財
産
行
為
に
公
証
人
が
関
与
す
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
。
夫
婦
財
産

契
約
８
貝
『
胃
号
ョ
豊
農
①
の
締
結
も
そ
の
一
つ
で
、
公
証
人
が
公
署
証

書
の
形
式
で
契
約
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
（
民
法
一
三

九
四
条
）
・
公
証
人
は
、
証
書
を
作
成
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
作
成
し
た
証

（
訂
上
）

書
の
原
本
を
永
久
保
存
す
る
こ
と
も
公
証
人
の
重
要
な
職
務
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
公
証
人
の
強
制
的
関
与
と
証
書
の
永
久
保
存
の
二
つ
の
ル
ー

ル
が
確
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
歴
史
的
に
遡
っ
て
あ
る
時
期
、
あ
る
地

域
の
夫
婦
財
産
契
約
慣
行
を
悉
皆
的
な
方
法
で
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
も
可

能
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
の
制
約
が
あ
る
こ
と

は
当
然
だ
が
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
の
・
く
り
の
公
証
人
の
証
書
は

中
央
寄
託
所
ヨ
ヨ
三
⑦
『
の
⑦
昌
邑
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
で
、
所
定
の
手
続

特
集
／
女
性
と
財
産

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
改
正
の
歴
史
的
意
義
稲
本
洋
之
助

一
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
家
族
法
の
《
ブ
ル
ジ
ョ
ア
》
的
な
性
格

に
従
え
ば
、
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
研
究
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
恵

ま
れ
た
条
件
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
四
半
世
紀
も
前
の
こ
と
だ
が
、
留
学
先
の
。
く
り
で
フ

（
○
色
）

ラ
ン
ス
革
命
期
の
夫
婦
財
産
契
約
証
書
の
分
析
に
専
念
し
て
い
た
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
契
約
当
事
者
（
夫
婦
と
そ
れ
ぞ
れ
の
父
母
等
）
の
氏

名
に
付
さ
れ
る
職
業
の
記
載
に
特
別
の
興
味
を
抱
い
た
。
職
業
に
代
え
て
、

単
に
《
ｇ
匡
愚
の
。
墓
と
記
さ
れ
た
人
が
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
当
時
す
で
に
こ
の
言
葉
は
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
一

つ
の
職
業
を
指
す
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
た
め
し
に
、
末
子
の

婚
姻
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
夫
婦
財
産
契
約
証
書
に
《
ｇ
匡
愚
の
房
》
と
し
て

登
場
す
る
父
親
が
、
は
る
か
以
前
に
長
男
の
婚
姻
に
際
し
て
作
ら
れ
た
夫
婦

財
産
契
約
証
書
に
は
ど
の
よ
う
な
肩
書
で
現
れ
る
か
を
調
べ
て
見
た
。
そ
こ

に
は
「
裁
判
官
」
で
あ
る
と
か
、
「
徴
税
請
負
人
」
で
あ
る
と
か
、
国
王
マ

ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
の
「
監
督
官
」
で
あ
る
と
か
、
れ
っ
き
と
し
た
職
業
の

記
載
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
調
べ
て
い
く
と
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
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る
時
期
に
官
職
株
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
讓
渡
し
て
職
務
を
退
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
々
が
以
後
《
９
厘
愚
の
○
涜
》
と
記
載
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

当
時
こ
の
語
に
与
え
ら
れ
て
い
た
最
も
一
般
的
な
意
味
は
、
特
定
の
都
市

（
３
）

に
そ
の
市
民
と
し
て
居
住
す
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
が
、
一
五
六
○

年
の
。
〈
リ
の
．
ハ
ル
ル
マ
ン
の
建
白
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
国
王
の
官
吏
、

（
４
）

商
人
、
定
期
金
生
活
者
等
の
よ
き
市
民
、
都
市
住
民
」
と
い
う
定
義
が
こ
こ

で
の
《
ｇ
匡
侭
①
。
こ
の
肩
書
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
。
国
王
の
官
吏
で
あ
り

商
人
で
あ
っ
た
時
期
に
は
そ
の
よ
う
に
職
業
を
表
示
さ
れ
た
者
が
、
官
職
株

や
同
業
組
合
の
職
株
（
親
方
株
）
を
譲
り
渡
し
て
定
期
金
生
活
者
と
な
っ
た

と
き
、
純
粋
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
な
る
。
彼
ら
は
ま
た
多
く
の
場
合
、
城
外
に

土
地
を
所
有
し
て
農
民
か
ら
地
代
を
収
取
す
る
都
市
《
ｇ
胃
こ
の
住
人
で
あ

っ
た
。こ

の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
《
ｇ
匡
侭
の
○
こ
の
語
は
次
第
に
、
自
己
の

労
働
に
依
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
資
産
か
ら
の
収
益
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
恒
産
保
有
者
）
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

資
産
家
、
金
持
ち
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
語
の
世
俗
的
な
意
味
は
こ
こ
に
由

来
す
る
が
、
そ
れ
に
は
、
官
職
で
あ
れ
、
親
方
の
地
位
で
あ
れ
、
土
地
所
有

で
あ
れ
、
す
べ
て
が
収
益
を
生
む
資
産
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
か
ら

の
「
非
生
産
的
」
な
イ
メ
ー
ジ
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
は
、
こ
の
よ
う
な
恒
産
保
有

者
と
そ
の
子
女
を
法
律
関
係
の
主
体
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。
子
女
は
、
そ

の
恒
産
の
承
継
者
で
あ
る
。
承
継
は
ま
ず
、
婚
姻
に
際
し
て
行
な
わ
れ
、
そ

の
後
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
贈
与
や
遺
贈
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
最
後
に
相
続

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
時
に
は
そ
の
順
序
が
逆
に
な
る
こ
と

も
あ
る
の
で
、
種
々
の
ケ
ー
ス
に
対
応
し
た
複
合
的
な
家
族
財
産
関
係
法
が

組
み
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
る
父
母
は
ま
ず
、
子
の
婚
姻
に
あ
た
っ
て
そ
の
性
別
を
問

わ
ず
婚
姻
の
費
用
を
賄
う
べ
き
元
本
資
産
（
不
動
産
、
定
期
金
、
債
券
、
金

銭
．
．
…
・
）
を
分
与
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
子
女
は
自

己
の
労
働
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
す
べ
き
で
な
い
か
ら
、
収
益
を
も
た
ら
す

元
本
資
産
を
有
す
る
こ
と
が
婚
姻
の
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
。
こ
の
元
本
の

分
与
は
特
に
女
子
の
場
合
に
谷
２
（
婚
資
）
》
と
呼
ば
れ
た
。
嫁
資
制
が
と

ら
れ
て
い
た
南
部
諸
地
方
だ
け
で
な
く
、
北
部
に
お
い
て
も
女
子
に
相
当
額

の
婚
資
を
与
え
る
慣
行
が
広
く
見
出
さ
れ
た
。
妻
は
夫
に
養
わ
れ
る
前
に
、

親
か
ら
与
え
ら
れ
夫
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
財
産
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
。
よ
り

正
確
に
言
え
ば
、
夫
は
妻
の
父
母
か
ら
託
さ
れ
た
財
産
を
運
用
し
て
挙
げ
る

収
益
を
も
っ
て
妻
を
養
う
の
で
あ
り
、
自
腹
を
切
っ
て
妻
を
養
う
立
場
に
は

当
然
に
は
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
家
族
に
お
い
て
は
、
子
は
、
性
別
を
問
わ
ず
、
父

母
（
ま
た
は
そ
の
他
の
尊
属
）
の
遺
産
意
『
言
鴨
を
放
棄
せ
ず
に
相
続
す
る

こ
と
を
当
然
と
し
た
。
封
地
な
ど
一
定
の
貴
族
財
産
の
相
続
に
お
い
て
は
長

子
権
号
三
食
色
ご
＄
駕
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
余
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

土
地
で
あ
っ
て
も
平
等
相
続
が
行
な
わ
れ
た
（
た
だ
し
、
婚
資
等
の
特
別
受

益
の
持
戻
し
は
か
な
り
厳
格
に
行
な
わ
れ
た
）
し
、
次
三
男
や
女
子
が
長
男

に
す
べ
て
を
与
え
る
た
め
に
自
己
の
相
続
分
を
放
棄
す
る
慣
行
も
な
か
っ
た
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第一表ナポレオン法典の法定夫婦財産制

’財産群 夫の固有財産 夫婦の共通財産 妻の固有財産

＊夫婦が婚姻前から有す

る動産

＊婚姻中に取得した動産

（特に固有財産・共通財

産の収益）

動

財
産
構
成

産

＊夫婦のいずれかが婚姻

中に相続・贈与・遺贈以

外によって有償で取得し

た不動産

＊妻が婚姻前から有する

不動産

＊妻が婚姻中に相続・贈

与・遺贈によって取得し

た不動産

＊夫が婚姻前から有する

不動産

＊夫が婚姻中に相続・贈

与・遺贈によって取得し

た不動産

不
動
産

’’
’

夫管理権 夫夫権
限
の
配
分

処分権’ ’ ’ 妻夫 夫

’収益権’ ’ 共通財産 共通財産共通財産

の
で
あ
る
。

子
女
が
父
母

か
ら
恒
産
を

承
継
す
る
こ

と
は
、
・
ブ
ル

ジ
ョ
ア
で
あ

り
つ
づ
け
る

た
め
の
条
件

で
あ
り
、
そ

の
権
利
で
も

義
務
で
も
あ

っ
た
（
次
の

世
代
に
恒
産

を
承
継
さ
せ

る
た
め
）
・

恒
産
の
承
継

は
、
夫
婦
財

産
契
約
に
お

い
て
父
母
が

行
な
う
贈
与

に
始
ま
り
相

続
に
よ
っ
て

終
わ
る
多
少

と
も
長
い
過
程
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
授
恵
行
為
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
男
子
も
女
子
も
、
婚
姻
と
相
続
と
を
主
要
な
機
会
と
し

て
父
母
か
ら
恒
産
を
取
得
し
、
享
受
し
、
そ
の
元
本
を
費
消
す
る
こ
と
な
く

次
の
世
代
に
承
継
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
法
定
夫
婦
財
産
制
と

法
定
平
等
相
続
制
が
そ
れ
を
支
え
た
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
多
少

と
も
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
の
主
題
は
、
前
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ

ヲ
（
》
Ｏ

（
１
）
公
証
人
の
職
務
等
に
つ
い
て
は
、
稲
本
洋
之
助
『
近
代
相
続
法
の

研
究
』
八
八
頁
以
下
を
見
よ
。

（
２
）
夫
婦
財
産
契
約
に
関
す
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
一
○

二
頁
以
下
。
同
様
の
調
査
研
究
と
し
て
、
］
・
胃
展
弓
①
．
冒
冒
四
口
ｇ
の

Ｑ
⑦
い
の
○
コ
《
『
画
庁
の
Ｑ
⑦
。
〕
四
ユ
四
ｍ
①
○
コ
の
頃
き
い
口
。
〔
画
弓
①
の
角
屋
の
言
妙
言
巴
⑦
庁
・
①

で
四
国
め
・
の
』
『
つ
の
吟
』
、
つ
《
》
一
〕
画
己
い
」
の
四
つ

（
３
）
三
の
ユ
ヨ
》
詞
舎
囚
８
弓
の
匡
己
蔚
厨
里
里
冒
厨
自
忌
烏
冒
１
号
目
‐

ロ
①
ご
○
①
》
言
○
コ
〕
の
』
》
つ
つ
。
の
、
岩
⑦
庁
Ｐ

（
４
）
シ
｛
四
『
ざ
Ｐ
ｏ
旨
匡
。
ｐ
邑
巴
『
①
ロ
の
印
冒
呉
詳
匡
風
○
己
い
・
①
宮
司
『
画
邑
の
①
煙
屋
×

×
く
弓
ｃ
ｇ
×
く
三
。
の
芯
巳
吊
．
ｐ
印
画

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
そ
れ
ま
で
の
北
部
慣
習
法
を
基
礎
と
し
て
夫
婦
財
産

関
係
法
の
統
一
を
図
っ
た
。
そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
法
定
夫
婦
財
産
制
に
お
い

二
一
八
○
四
年
の
法
定
夫
婦
財
産
制
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て
は
、
夫
婦
の
財
産
は
、
三
つ
の
群
に
分
か
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
構
成

と
権
限
の
分
配
に
つ
い
て
要
約
す
る
と
、
第
一
表
の
よ
う
に
な
る
。

一
八
○
四
年
の
法
定
夫
婦
財
産
制
は
、
夫
婦
間
に
共
通
財
産
８
ヨ
ョ
屋
‐

目
匡
詠
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
婚
姻
の
解
消
（
死
別
・
離
婚
）
に
際

し
て
は
そ
れ
が
折
半
さ
れ
る
こ
と
を
埜
幹
と
し
て
組
永
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
法
定
財
産
制
の
最
大
の
特
徴
は
、
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
が
婚
姻
に
際
し
て

持
ち
寄
る
財
産
の
う
ち
動
産
を
共
通
財
産
と
し
た
こ
と
、
三
つ
の
財
産
体
の

収
益
は
す
べ
て
共
通
財
産
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
共
通
財

産
の
管
理
・
処
分
権
を
夫
に
付
与
し
た
こ
と
の
三
点
に
あ
る
。
妻
は
、
婚
姻

前
か
ら
有
す
る
不
動
産
お
よ
び
婚
姻
中
に
相
続
・
遺
贈
・
贈
与
に
よ
っ
て
取
得

し
た
不
動
産
を
自
己
の
固
有
財
産
と
し
て
有
す
る
が
、
そ
れ
は
、
収
益
権
（
共

通
財
産
に
帰
属
）
の
な
い
観
念
的
な
所
有
名
義
（
虚
有
権
冒
の
１
頁
ｇ
『
蚕
ｅ

で
し
か
な
く
、
そ
の
処
分
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
個
別
に
夫
の
同
意
を
必

要
と
す
る
無
能
力
者
の
地
位
に
置
か
れ
た
。
一
八
○
四
年
の
法
定
夫
婦
財
産

制
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
不
動
産
の
優
位
と
妻
の
劣
位
の
二
つ
を
帰
結
し
た
。

夫
婦
の
不
平
等
を
帰
結
す
る
こ
の
よ
う
な
仕
組
ゑ
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

必
ず
し
も
前
近
代
的
な
遺
制
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
家
族
構
成

員
に
個
別
に
財
産
が
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
属
し

た
財
産
を
統
一
的
に
運
用
し
、
そ
の
収
益
を
婚
姻
費
用
に
充
て
、
剰
余
を
家

族
内
に
蓄
積
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
資
産
運
用
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
法
人
の
観
念
を
意
識
的
に
排
斥
し
た
こ
の
時
期
の
フ

ラ
ン
ス
社
会
で
は
、
共
通
財
産
の
形
成
と
夫
に
よ
る
そ
の
一
元
的
運
用
（
管

理
・
処
分
）
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
家
族
を
単
位
と
し
た
経
済
秩
序
が
機
能
す
る

た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な
仕
組
承
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
父
母
の
一
方
の
死
後
未
成
年
子
に
つ
い
て
開
始

す
る
財
産
後
見
も
、
こ
の
一
元
的
資
産
運
用
の
仕
組
ゑ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
未
成
年
子
（
未
婚
）
に
財
産
が

帰
属
す
る
最
も
一
般
的
な
機
会
は
父
母
の
い
ず
れ
か
の
死
亡
に
よ
る
相
続
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
夫
（
Ｉ
父
）
に
よ
っ
て
一
元
的
に
運
用
さ
れ
て
き
た
夫
婦

の
財
産
は
、
以
後
、
夫
婦
の
生
存
者
（
Ⅱ
父
／
母
）
と
子
の
そ
れ
ぞ
れ
に
帰

属
す
る
（
子
は
、
死
亡
者
の
固
有
財
産
の
す
べ
て
と
共
通
財
産
の
二
分
の
一

を
取
得
す
る
）
・
し
か
し
、
そ
の
総
体
は
、
そ
の
よ
う
な
変
動
に
か
か
わ
ら

ず
、
子
が
成
年
に
達
す
る
ま
で
夫
婦
の
生
存
者
（
Ｉ
父
／
母
）
の
手
に
よ
っ

て
従
前
通
り
一
元
的
に
運
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
の
財
産
後
見
と
は
、

（
頁
Ｊ
）

夫
婦
財
産
制
の
過
渡
的
な
延
長
に
他
な
ら
な
い
。

（
５
）
稲
本
洋
之
助
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
家
族
法
の
論
理
構
造
」
『
フ
ラ

ン
ス
の
家
族
法
』
所
収
三
四
七
頁
以
下

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
法
定
夫
婦
財
産
制
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
不
動
産
の

優
位
と
妻
の
劣
位
の
二
つ
を
基
本
的
な
特
徴
と
し
た
。
土
地
所
有
が
富
の
普

遍
的
形
態
で
あ
り
、
恒
産
の
範
型
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
婚
姻
に
よ

っ
て
家
系
間
で
不
動
産
所
有
権
の
変
動
が
生
じ
る
こ
と
を
極
力
避
け
る
必
要

が
あ
っ
た
。
他
方
、
動
産
は
当
面
の
婚
姻
費
用
に
充
当
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

付
随
的
な
財
産
で
あ
っ
て
処
分
可
能
な
地
位
に
お
か
れ
、
ま
た
婚
姻
解
消
時

三
動
産
の
優
位
と
女
性
の
社
会
的
地
位
の
増
大
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第二表1959年政府法案の法定夫婦財産制

財産群 ｜ 夫の固有財産 ’’ 夫婦の共通財産 妻の固有財産

＊夫が婚姻前から有する

動産

＊夫が婚姻中}こ相続・贈

与・遺贈によって取得し

た動産

＊夫婦のいずれかが婚姻

中に無償で取得した動産

（とくに固有財産・共通

財産の収益）

＊妻が婚姻前から有する

動産

＊妻が婚姻中に相続・贈

与・遺贈によって取得し

た動産

動

財
産
構
成

産

＊夫が婚姻前から有する

不動産

＊夫が婚姻中に相続・贈

与・遺贈によって取得し

た不動産

＊夫婦のいずれかが婚姻

中に有償で取得した不動

産

＊妻が婚姻前から有する

不動産

＊妻が婚姻中に相続・贈

与・遺贈によって取得し

た不動産

不
動
産

管理権I ’ ’夫 夫 夫（＊）権
限
の
配
分

処分権’ ’ ’夫 夫 妻

収益権’ ’ ’共通財産 共通財産 共通財産

に
残
存
す
れ

ば
以
後
充
当

不
要
の
財
産

と
し
て
単
純

に
折
半
さ
れ

て
よ
い
も
の

と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な

ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
家
族
財
産

秩
序
は
、
資

本
主
義
的
社

会
関
係
の
展

開
に
伴
っ
て

大
き
な
変
更

を
迫
ら
れ

る
。
普
通
法

典
上
の
家
族

法
は
、
も
は

や
恒
産
保
有

者
た
る
狭
義

の
ブ
ル
ジ
ョ

ァ
家
族
の
承

を
規
律
す
れ
ば
足
り
る
も
の
で
は
な
く
、
生
産
労
働
に
従
事
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
職
業
分
野
の
家
族
に
も
か
か
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
は
、

婦
人
の
労
働
従
事
が
社
会
的
に
見
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
る
と
と
も
に
、

不
動
産
と
動
産
の
社
会
経
済
的
比
重
が
逆
転
し
て
後
者
が
優
位
に
立
ち
、
土

地
所
有
は
む
し
ろ
資
本
に
対
す
る
外
部
的
制
約
と
す
ら
受
け
取
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
資
本
主
義
的
社
会
関
係
の
展
開
に
伴
う
不
動
産
Ｉ
土
地
資
産

に
対
す
る
動
産
資
本
の
優
位
と
婦
人
労
働
の
社
会
的
役
割
の
増
大
は
、
恒
産

保
有
者
を
法
主
体
と
し
て
想
定
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
夫
婦
財
産
制
と
そ

の
二
つ
の
基
本
的
特
徴
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
矛
盾
し
た
。
こ
の
矛
盾
が
立

法
者
に
よ
っ
て
直
接
に
意
識
さ
れ
た
の
は
、
二
○
世
紀
初
頭
で
あ
っ
た
。
一

九
○
七
年
に
夫
と
は
別
個
の
職
業
に
従
事
す
る
妻
の
収
入
に
つ
い
て
、
そ
の

管
理
・
処
分
権
を
妻
に
留
保
す
る
留
保
財
産
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
が
、
実

効
性
を
欠
い
た
。
そ
の
後
、
戦
間
期
に
お
い
て
法
定
夫
婦
財
産
制
そ
の
も
の

の
改
革
を
目
的
と
し
た
立
法
事
業
が
着
手
さ
れ
た
が
、
実
現
さ
れ
た
の
は
妻

の
無
能
力
の
廃
止
の
承
で
あ
っ
た
（
一
九
三
八
年
）
・

問
題
は
基
本
的
な
解
決
を
与
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
戦
後
に
至
り
、
そ
れ
も
「
強

力
な
執
行
権
」
を
標
傍
し
た
第
五
共
和
制
の
成
立
を
待
た
な
け
れ
ば
変
革
の

機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
、
議
会
に
対

し
て
明
確
に
優
位
に
立
っ
た
政
府
は
、
民
法
典
の
全
面
改
正
を
目
指
す
立
法

事
業
に
着
手
し
、
そ
の
第
一
弾
と
し
て
夫
婦
財
産
制
の
改
正
案
を
上
程
し
た
。

そ
の
骨
子
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
の
対
比
に
お
い
て
第
二
表
の
よ
う
に
要

約
さ
れ
る
。
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こ
の
改
正
案
は
、
財
産
群
の
構
成
に
つ
い
て
動
産
を
不
動
産
と
対
等
同
格

の
地
位
に
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
が
婚
姻
前
か
ら
有
す
る

動
産
は
、
も
は
や
共
通
財
産
に
帰
属
せ
ず
、
婚
姻
前
か
ら
有
す
る
不
動
産
と

同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
財
産
に
属
す
る
。
動
産
が
す
べ
て
共
通
財
産
に
属

す
る
と
す
る
こ
と
の
不
合
理
は
、
夫
婦
の
一
方
（
た
と
え
ば
妻
）
の
持
寄
り

動
産
が
他
方
の
そ
れ
よ
り
著
し
く
大
き
い
場
合
で
、
そ
の
婚
姻
が
短
期
間
で

解
消
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
を
想
定
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
固
有
財
産
に
属

す
る
不
動
産
は
そ
の
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
に
と
ど
ま
る
が
、
共
通
財
産
と

し
て
一
体
化
さ
れ
た
動
産
は
そ
れ
ぞ
れ
の
持
寄
り
の
比
率
に
関
係
な
く
折
半

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
動
産
を
よ
り
多
く
有
し
た
側
か
ら
他
方
へ
と
価
値
の

移
転
が
生
じ
て
し
ま
う
。

改
正
法
案
は
、
動
産
と
不
動
産
と
を
区
別
し
て
後
者
を
優
位
に
お
い
た
ナ

ポ
レ
オ
ン
法
典
の
原
則
を
不
合
理
と
し
、
婚
姻
後
に
有
償
で
取
得
し
た
財
産

（
こ
れ
を
後
得
財
産
と
い
う
）
の
承
を
、
動
産
・
不
動
産
の
別
な
く
共
通
財

産
と
す
る
こ
と
に
改
め
た
。
後
得
財
産
は
、
夫
婦
双
方
の
努
力
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
夫
婦
財
産
契
約
上
の
特
約
が
な
い
限
り
婚

姻
の
解
消
に
際
し
て
折
半
す
る
こ
と
は
理
に
叶
う
し
、
ま
た
現
実
に
も
妻
の

利
益
を
保
護
す
る
結
果
に
つ
な
が
る
。

改
正
法
案
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
二
つ
の
矛
盾
の
一

つ
を
解
決
し
た
が
、
も
う
一
つ
の
問
題
す
な
わ
ち
三
つ
の
財
産
体
に
関
す
る

管
理
・
処
分
権
限
の
配
分
に
関
し
て
は
、
夫
婦
の
間
に
大
き
な
格
差
を
設
け

た
同
法
典
の
原
則
を
踏
襲
し
た
。
第
一
表
と
第
二
表
の
「
権
限
の
配
分
」
の

欄
は
同
一
で
あ
り
、
夫
が
支
配
的
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
ん
ら
の
変
更
も

な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
一
言
で
言
え
ば
、
改
正
法
案
は
、
士
地
に
対

す
る
資
本
の
優
位
は
受
け
入
れ
た
が
、
夫
婦
の
平
等
の
思
想
は
排
除
し
た
の

で
あ
る
。
法
律
の
専
門
家
の
承
で
構
成
さ
れ
た
民
法
典
改
正
委
員
会
の
改
正

草
案
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
同
法
案
は
、
夫
婦
の
在
り
方
に
つ
い
て
世
論
の

動
向
を
な
ん
ら
探
索
す
る
こ
と
な
く
作
成
さ
れ
た
と
批
判
さ
れ
た
。

改
正
法
案
は
、
議
会
（
特
に
下
院
で
あ
る
国
民
議
会
）
に
お
い
て
も
執
勧

な
抵
抗
に
遭
遇
し
た
。
妻
の
財
産
的
地
位
の
強
化
を
主
張
す
る
フ
ェ
ミ
’
一
ズ

ム
の
運
動
は
婦
人
議
員
を
中
心
と
し
て
党
派
を
越
え
て
支
持
を
ひ
ろ
げ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
ま
ず
、
法
定
夫
婦
財
産
制
を
《
夫
支
配

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
》
た
る
共
通
財
産
制
か
ら
夫
婦
の
自
由
・
平
等
を
保
障
す
る

後
得
財
産
参
加
制
に
転
換
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
が
、
そ
の
修
正
案
は
多

数
の
支
持
を
集
め
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
次
に
、
共
通
財
産
制
を
採
る
と
し

て
も
、
共
通
財
産
の
管
理
・
処
分
権
を
夫
に
独
占
さ
せ
ず
、
妻
と
の
共
同
行

使
な
い
し
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
個
別
行
使
の
シ
ス
テ
ム
に
改
め
る
べ
き
だ
と
い

う
主
張
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
修
正
案
も
、
共
同
行
使
に
伴
う
不

都
合
な
い
し
個
別
行
使
に
よ
っ
て
生
ず
る
混
乱
を
理
由
と
す
る
財
政
当
局
や

金
融
業
界
の
強
力
な
反
対
に
よ
っ
て
功
を
奏
せ
ず
、
否
決
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
二
段
に
わ
た
る
敗
北
の
の
ち
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
側
の
抵
抗
は
、

最
後
に
妻
の
固
有
財
産
の
管
理
権
を
妻
に
与
え
よ
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
た
。

妻
は
婚
姻
前
か
ら
有
す
る
財
産
お
よ
び
婚
姻
後
に
相
続
・
贈
与
な
ど
に
よ
っ

て
無
償
で
取
得
し
た
財
産
を
固
有
財
産
と
し
て
有
す
る
が
、
改
正
法
案
で
認

め
ら
れ
た
権
限
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
同
様
に
処
分
権
の
み
で
あ
り
、
そ
れ

も
収
益
権
を
共
通
財
産
（
の
管
理
者
た
る
夫
）
に
握
ら
れ
た
虚
有
権
の
処
分

－124－



こ
こ
で
「
誤
算
」
「
敗
北
」
に
つ
い
て
く
わ
し
く
説
明
す
る
必
要
は
な
い

だ
ろ
う
。
議
会
軽
視
、
女
性
軽
視
…
…
つ
ま
り
政
府
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
フ

ェ
、
、
、
ニ
ズ
ム
に
敵
対
し
た
と
い
う
印
象
を
広
く
世
論
に
与
え
た
。
他
方
、
大

統
領
再
選
を
目
指
す
ド
ゴ
ー
ル
は
、
農
業
政
策
に
不
満
を
つ
の
ら
せ
て
い
た

農
民
層
の
影
響
を
案
ず
る
あ
ま
り
、
一
九
六
五
年
の
大
統
領
選
挙
を
間
接
選

権
で
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
妻
は
夫
が
そ
の
固
有
財
産
に
対
し
て
有

す
る
の
と
同
様
の
管
理
権
を
有
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
フ
ェ
ミ
’
一
ズ
ム
側
の

主
張
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
事
態
は
大
き
く
逆
転
を
遂
げ
る
。
二
度
の
敗
北
の
後
、
い
う
な

ら
ば
最
終
ラ
ゥ
ン
ド
で
提
出
さ
れ
た
修
正
案
（
第
二
表
中
（
＊
）
の
個
所

で
「
夫
」
を
「
妻
」
に
改
め
る
）
が
、
政
府
側
の
防
戦
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
九

六
一
年
七
月
一
二
日
に
国
民
議
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
と
が
ら
を
深
刻
に
し
た
の
は
、
与
党
議
員
が
多
数
を
占
め
る
国
民

議
会
で
野
党
修
正
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
婦
人
議
員
を
中
心
と
し

て
か
な
り
の
数
の
与
党
議
員
が
政
府
法
案
に
反
対
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

混
乱
に
陥
っ
た
政
府
は
反
発
的
に
法
案
を
撤
回
し
、
二
年
余
に
わ
た
っ
た
議

会
審
議
を
一
方
的
に
打
ち
切
る
と
い
う
挙
に
出
た
が
、
こ
れ
は
、
政
府
に
と

っ
て
明
白
な
誤
算
で
あ
り
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
敗
北
を
意
味
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

（
６
）
前
掲
『
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
法
』
第
二
部
参
照
。

四
新
法
の
成
立
と
そ
の
将
来
史
的
意
義

挙
制
か
ら
直
接
選
挙
制
に
変
え
る
こ
と
を
発
意
し
、
そ
の
た
め
の
憲
法
改
正

を
一
九
六
二
年
に
強
行
し
て
国
民
の
批
判
を
呼
ん
だ
。
そ
の
よ
う
な
政
治
状

況
に
お
い
て
、
有
権
者
の
二
分
の
一
以
上
を
占
め
る
女
性
票
を
敵
に
ま
わ
し

か
ね
な
い
法
案
撤
回
の
愚
挙
が
い
か
に
致
命
的
で
あ
っ
た
か
、
想
像
に
難
く

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
六
五
年
の
選
挙
に
向
け
て
夫
婦
財
産
制
改

正
法
案
を
成
立
さ
せ
婦
人
の
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
が
政
府
に
と
っ
て
至
上

命
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

対
策
に
腐
心
し
た
政
府
は
窮
与
の
策
と
し
て
。
く
り
大
学
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ポ

’
三
に
協
力
を
要
請
し
、
同
教
授
は
法
社
会
学
的
調
査
（
国
民
諸
階
層
の
意

向
調
査
）
を
条
件
と
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
。
教
授
は
、
調
査
結
果
か
ら

抽
き
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
「
共
通
財
産
制
へ
の
愛
着
」
と
「
夫
婦
間
の

平
等
へ
の
志
向
」
を
基
礎
と
し
て
自
ら
法
案
の
起
草
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
議
会
に
提
出
さ
れ
た
新
法
案
は
、
ほ
と
ん
ど
無
修
正
で
可
決
さ
れ
、

一
九
六
五
年
七
月
一
三
日
の
法
律
と
し
て
成
立
し
た
。
新
法
に
お
け
る
各
財

産
体
に
つ
い
て
の
夫
婦
間
の
権
限
配
分
は
、
第
三
表
の
通
り
で
あ
る
。

新
法
は
、
法
定
財
産
制
と
し
て
共
通
財
産
制
を
採
用
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
側
で
主
張
し
た
後
得
財
産
参
加
制
は
採
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン

ス
国
民
の
「
愛
着
」
を
考
慮
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。
次
に
妻
の
固
有
財
産
の

管
理
権
は
妻
に
与
え
ら
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
夫
婦
間
の
平
等
へ
の
志

向
」
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
共
通
財
産
に
対
す
る
管
理
・
処
分

権
は
主
と
し
て
技
術
的
理
由
か
ら
夫
に
付
与
さ
れ
た
が
、
こ
の
権
限
配
分
か

ら
夫
が
引
き
出
し
得
る
利
益
は
、
一
九
五
九
年
法
案
に
比
較
し
て
大
き
く
制

限
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
新
法
に
お
い
て
夫
婦
の
共
通
財
産
と
し
て
夫
の
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第三表1965年法定財産制における夫婦間の権限配分

財産群 ｜ 夫の固有財産

管理権’ 夫権
限

の処分権’ 夫
配

分収益権｜ 共通財産

’’ 夫婦の共通財産 妻の固有財産

’’ 妻夫

’’ 妻夫

’ ’ 共通財産共通財産

第四表別個職業従事の場合の夫婦間権限配分（新法）

’
妻の固有財産

妻

妻

共通財産

管
理
・
処
分
に
服
す
る
の
は
、
「
婚
姻
中
に
夫
婦
に
よ
っ
て
共
に
ま
た
は
個

別
的
に
つ
く
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
個
人
的
勤
労
な
ら
び
に
そ
の
固
有
財
産
の

果
実
お
よ
び
収
入
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
節
約
に
由
来
す
る
」
財
産
に
限
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
一
四
○
一
条
）
・
妻
は
、
自
己
の
勤
労
に
よ
る
収

入
に
つ
い
て
も
固
有
財
産
の
果
実
に
つ
い
て
も
ま
ず
自
己
の
判
断
に
よ
っ
て

必
要
に
充
て
、
残
余
を
「
節
約
」
と
し
て
共
通
財
産
に
帰
属
さ
せ
る
だ
け
で

あ
る
。こ

れ
に
加
え
て
、
妻
が
夫
と
は
別
個
の
職
業
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
入
に
つ
い
て
節
約
を
し
た
結
果
妻
の
手
に
残
る
財

産
は
Ｉ
共
通
財
産
で
あ
る
こ
と
自
体
は
変
わ
ら
な
い
が
Ｉ
《
妻
に
留
保

さ
れ
た
共
通
財
産
》
（
留
保
財
産
）
と
し
て
妻
の
管
理
・
処
分
に
委
ね
ら
れ

る
（
留
保
財
産
か
ら
生
じ
る
収
益
も
、
妻
の
留
保
財
産
に
帰
属
し
て
そ
の
管

理
・
処
分
に
服
す
る
）
。
そ
れ
を
第
三
表
に
番
き
加
え
て
見
よ
う
（
第
四
表
）
。

こ
こ
に
お
い
て
ｌ
厳
密
に
言
え
ば
妻
の
固
有
財
産
の
収
入
に
か
か
わ
る

節
約
が
夫
の
管
理
・
処
分
に
服
す
る
普
通
共
通
財
産
に
帰
属
す
る
と
い
う
一

点
を
除
い
て
ｌ
職
業
を
別
に
持
つ
夫
婦
間
の
平
等
が
法
制
度
上
は
保
障
さ

れ
た
こ
と
と
な
る
。

一
九
六
五
年
改
正
に
よ
る
現
行
夫
婦
財
産
制
は
、
か
つ
て
《
夫
支
配
の
メ

カ
’
一
ズ
ム
》
で
あ
っ
た
共
通
財
産
制
を
換
骨
奪
胎
し
て
そ
の
不
平
等
を
希
釈

す
る
こ
と
に
意
を
用
い
た
が
、
法
形
式
と
し
て
共
通
財
産
制
を
採
る
か
ぎ
り

不
平
等
要
因
は
完
全
に
は
除
去
さ
れ
な
い
。
法
案
の
起
草
者
は
、
夫
婦
が
別

個
の
職
業
に
従
事
す
る
場
合
に
第
四
表
の
よ
う
な
平
等
が
実
現
さ
れ
る
も
の

と
す
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
立
法
の
限
界
を
見
出
し
た
。
夫
婦
財
産
制
上
の
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起
草
者
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
運
動
が
就
業
機
会
の
均
等
を
保
障
す
る
条

件
を
現
実
に
獲
得
す
る
な
ら
ば
現
行
の
共
通
財
産
制
は
そ
の
ま
ま
で
後
得
財

産
参
加
制
と
な
る
こ
と
を
、
い
い
か
え
れ
ば
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
運
動
が
そ
の

立
法
要
求
を
自
ら
実
現
す
る
こ
と
を
新
法
は
な
ん
ら
妨
げ
て
い
な
い
ば
か
り

か
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
こ
と
を
暗
黙
に
語
り
か
け
て
い
る

か
、
そ
れ
蚕

完
全
な
平
等
を
実
現
し
得
る
か
否
か
を
決
す
る
の
は
、
も
は
や
法
制
度
で
は

な
く
、
現
実
の
就
業
機
会
の
均
等
を
保
障
す
る
客
観
的
条
件
で
あ
り
主
体
的

な
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
事
実
と
し
て
展
開
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
権

限
配
分
表
は
真
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
（
夫
婦
の
完
全
な
平
等
）
を
実
現
す
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
立
法
と
運
動
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
で
、
か
つ
、
相
互
に
補

完
的
な
役
割
を
見
出
そ
う
と
す
る
起
草
者
の
意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
こ
の
同
じ
こ
と
が
ら
を
別
の
プ
リ
ズ
ム
で
見
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス

国
民
の
「
共
通
財
産
制
へ
の
愛
着
」
を
援
用
し
て
フ
ェ
、
、
、
’
一
ズ
ム
の
言
う
後

得
財
産
参
加
制
の
採
用
を
否
定
し
た
と
き
、
起
草
者
は
、
一
つ
の
謎
解
き
を

求
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
得
財
産
参
加
制
を
採
れ
ば
、
婚
姻
継
続
中

は
別
産
制
と
同
じ
で
あ
り
、
婚
姻
解
消
時
に
は
共
通
財
産
制
と
同
じ
（
し
た

が
っ
て
、
後
得
財
産
の
折
半
分
割
）
と
な
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
権
限
配
分
表

に
書
く
こ
と
は
し
な
い
。
書
け
ば
、
第
四
表
と
同
一
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
か

の
で
あ
る
。

ら
で
あ
る
。

（
東
京
大
学
・
法
律
学
）
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