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神
一
一
戸
法
学
錐
詑
第
九
巻
第
四
号

人
件
六

O
年

三

月

相

続

と

占

有

権

の

承

継

相続と占有継の承継〈高木多喜男〉

高

木

男

喜

多

.' 
は

し

き

相
続
の
開
始
に
よ
り
、
相
続
人
は
、
彼
相
続
人
の
財
産
を
包
括
的
に
承
継
す
る
ハ
民
八
九
五
)
。
と
の
こ
と
は
、
法
律
よ
当
然
に
生

じ
、
何
等
の
要
式
も
、
叉
遺
産
の
占
有
を
も
要
し
な
い
。
被
相
続
人
の
死
亡
と
い
う
お
申
書
央
た
け
で
遺
産
が
承
継
さ
れ
る
の
で
あ
あ
。
こ

の
場
合
、
所
有
績
の
如
き
観
念
的
な
権
剰
の
移
転
に
つ
い
て
は
何
等
の
疑
問
も
な
い
が
、
財
産
権
に
は
、
客
体
の
事
実
的
支
配
ハ
占
有
)

〔
占
有
権
二
。
八
条
)
留
置
権
〈
二
九
五
条
一
一
一

O
二
条
)
)
、
或
は
、
観
念
性
の
不
完
全
な
も
り

(
た
と
え

そ
の
も
の
に
基
づ
く
も
の

ば
動
産
質
椴
(
コ
三
九
条
I
占
有
の
継
続
が
対
抗
要
件
)
も
あ
り
、
更
に
は
、
占
有
と
結
び
つ
い
て
い
る
地
位
〔
A

た
と
え
ば
、
占
有
を

継
続
す
る
と
と
に
よ
り
時
効
取
得
出
来
る
と
い
う
地
位
〈
一
六
二
条
V

工
作
物
占
有
者
と
し
て
の
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
地
位
ハ
七

-
七
条
)
等
)
も
存
し
、
こ
れ
ら
の
取
織
が
問
題
と
な
る
。

、、

相
続
人
が
、
相
続
開
始
と
岡
時
に
遺
産
上
の
現
実
の
支
配
を
取
得
し
た
阻
趨
樹
ム
合
官
に
は
、
相
続
人
側
の
占
有
が
、

そ
の
よ
う
な
権
利
地

'" 
位
移
転
の
い
わ
ば

ν
l
p
の
加
を
働
告
を
す
る
s

蓋
し
、
社
会
通
念
上
、
被
相
続
人
φ
占
有
と
相
続
人
の
占
有
と
の
悶
に
は
、
同
一
位



必4

相
読
人
が

現
実
的
な
巡
庄
の
文
記
(
旨

が
保
た
れ
て
い
る
(
占
有
の
承
継
)
と
み
る
こ
と
カ
出
来
る
カ
ら
で
あ
る

T
Z
し
か
し
、

涯

を

E 
す
る
ま
で
と

栂
続
開
始
時
の.. 
k 
社

3 
と
問
盛

と，. 
り
ヨ
る

自
の
切

"' " あ
る

主
に

於

て
も

閥

結

輸
を
承
認
し
港
る
か
は
、
勿
論
同
日
に
論
じ
え
な
い
。

フ
ラ
u
J

ス
民
法
(
七
二
凶
条
)
は
明
文
の
規
定
で

、
、
、
、

ζ

れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
令
こ
こ
で
は
紺
続
人
の
占
有
或
は
占
有
権
の
性
質
、
現
実
的
な
占
有
を
取
得
す
る
ま
で
の
悶
の
法

周
知
の
知
く
、

F
f
ク
民
法
(
八
五
七
条
)

ス
イ
ス
民
法
〈
戸
高
ム
ハ

O
条
)

律
州
尉
係
が
岨
問
題
の
焦
点
と
な
る
だ
け
で
あ
る
a

し
か
し
、
わ
が
民
法
は
、
な
ん
ら
の
規
定
を
も
定
め
ず
、
す
べ
て
を
解
釈
に
委
お
て
い

" 
る
。
放
程
、

そ
の
肯
定
否
定
が
先
つ
悶
廷
で
あ
る
。
適
説
判
例
は
そ
の
理
論
構
成
に
於
い
て
は
、
様
々
の
態
度
を
み
信
つ
?
も
、

誌

占
有
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
諸
効
果
の
原
束
、
乃
至
は
総
体
を
占
有
幅
と
樽
戒
し
、

「
占
有
権
の
相
続
」
と
い
う
形
で
問
題
を
取
上

雑

宵
定
論
は
、
占
有
と
い
う
事
実
に
結
び
つ
い
て
い
る
続
初
或
は
地
位
を
た
だ
観
念
的
に
相

学

げ
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
宮
古

し
か
し

" 
続
権
(
相
続
資
格
)
を
取
沼
得
し
た
と
い
う
と
と
だ
け
で
帰
属
せ
し
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
理
論
嶋
成
は
容
易
で
は
な

戸

ぃ
。
事
実
、
そ
の
と
と
を
物
語
る
ご
と
く
、
理
論
的
根
拠
の
上
で
は
、
帰
一
す
る
と
と
ろ
が
な
く
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
於
い
て
無

視
し
得
な
い
勝
点
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
財
産
法
と
桁
締
法
の
聞
に
検
わ
る
難
筒
の
-
つ
で
あ
ろ
う
。

本
硝
は
、
相
続
法
を
専
攻
す
る
者
の
一
人
と
し
て
、
予
て
か
ら
抱
い
て
い
た
本
問
題
に
つ
い
て
の
疑
問
、
変
転
定
ま
り
な
か
っ
た
思

神

索
の
過
程
の
後
の
一
応
の
結
論
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

己
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
古
〈
か
ら
末
弘
石
岡
両
博
士
の
優
れ
た
論
稿
が
あ
り
、
更
に
は
極
〈
最
近
、
鈴
木
教
授
が
御
研
究
を
発
表
さ
れ
た
園
水

粛
は
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
患
を
憂
え
お
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
司
今
ま
で
相
模
理
論
の
倒
か
ら
の
考
察
が
比
肢
釣
軽
〈
取
敏
わ
れ
て
し
る
よ
う
に
感
一
し

ら
れ
る
の
で
と
の
点
を
符
k
g
識
し
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
固
そ
れ
か
ら
占
宥
悔
の
相
続
は
古
〈
か
ら
‘
遜
説
判
例
が
承
認
し
、
あ
ま
り
異
論

を
見
な
い
と
こ
ろ
で
お
る
か
ら
、
今
さ
ら
、
そ
の
是
非
を
一
論
ず
る
段
階
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
と
の
己
と
主
間
後
と
し
て
、
鈴
木
裁
侵



「

が
、
初
め
て
考
察
の
対
象
と
さ
れ
た
そ
の
後
の
問
題
を
想
上
に
の
ぼ
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
自
身
に
と
っ
て
は
や
は
り
、
ま
ず
乙
の

点
が
問
題
の
又
興
砕
の
出
発
点
で
あ
る
の
で
、

ζ
ζ

泊
ら
始
あ
る
ミ
と
と
し
た
。

《

l
u
山
市
川
樽
土
は
、
占
宥
治
事
実
で
あ
る
と
い
う
と
と
ろ
か
ら
、
一
般
的
に
、
占
肴
の
承
認
取
得
と
い
う
と
と
を
否
定
さ
れ
る
。

「
相
続
は
地
位
の
承

梅線と占砿槽の示施〈高木多喜男〉

継
か
」
種
積
免
生
毒
漏
江
頭
文
築
家
族
法
の
繍
問
題
三
六
九
頁
固
し
か
し
、
遇
税
枚
、
社
会
一
纏
念
よ
、
前
主
の
占
ぬ
が
商
一
山
性
を
保
ち
つ
つ
、
後
主
に
移

っ
た
場
舎
に
は
占
有
の
承
艇
が
あ
っ
た
と
み
て
い
る
@
た
と
え
ば
我
髪
栄
、
物
権
法
三
二
六
賞
、
末
山
博
物
権
法
ニ
O
主
頁
。

(
2
〉
川
島
教
授
は
、
占
有
訴
権
を
、
ハ
民
法
Z
一
一
一
一
一
貫
て
山
中
博
士
は
そ
れ
に
加
え
て
果
実
取
得
議
を
も
っ
て
「
占
看
椎
」
の
内
容
と
さ
れ
、
ハ

占
宥
の
理
酋
・
四
四
頁
以
下
〉
そ
の
他
は
占
有
@
効
果
と
さ
れ
る
。
資
本
主
義
民
法
研
究
会
、
物
緬
法
-
一
一
O
一買以

τ参
照
。
し
か
し
と
と
で
は
、
一

応
遍
都
民
従
う
と
と
と
す
る
。
舟
橋
得
一
、
物
権
法
二
七
七
買
、
民
事
法
辞
奥
下
巻
「
占
肴
権
」
ハ
体
向
良
平
)
参
照
。
散
に
た
と
え
ば
時
効
取
得
に

つ
い
て
も
、
占
有
の
継
続
に
よ
る
治
か
る
効
架
を
占
有
権
の
一
内
容
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
ι占
訴
権
の
取
得
か
ら
、
時
効
取
得
を
説
明
附
米
る
a

相
続
人
に
は
常
に
所
持
が
あ
る
か

わ
が
民
法
は
占
有
の
要
素
と
し
て
、
所
持
と
占
有
意
思
を
要
求
し
て
い
る
(
一
八

O
条
)
。
占
有
意
思
を
厳
格
に
要
求
す
れ
ば
、
フF

の
こ
と
だ
け
で
否
定
さ
れ
る
己
と
と
な
る
。
し
か
し
、
占
有
意
思
に
つ
い
亡
は
、
客
観
説
す
ら
一
強
〈
主
張
さ
れ
、
し
か
ら
ず
と
も
、
殆

ん
ど
そ
れ
に
近
い
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る

T
O
従
っ
て
こ
と
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
解
決
は
す
ん
だ
も
の
と
し
て
、

専
ら

目舟

持
に
つ
い
て
の
み
論
議
の
焦
点
を
霞
〈
乙
と
と
す
る
〔
2
Y

、
、
、
、

問
題
の
中
心
は
、
相
続
人
が
相
続
開
始
時
K
、
遺
産
の
現
実
的
な
支
配
を
し
て
い
な
い
限
句
会
で
あ
る
。
相
続
人
が
被
相
続
人
と
生
再

岨

を
同
じ
〈
し
、
生
前
か
ら
遺
産
上
の
共
同
占
有
者
、
及
室
は
占
有
機
関
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
被
相
続
人
死
亡
の
持
に
相
続
人
に
も
所

持
が
あ
り
、
家
は
、
生
前
に
お
い
て
被
相
続
人
に
属
し
て
い
た
所
持
が
、
死
亡
と
同
時
に
、
相
続
人
は
被
相
続
人
の
占
有
機
崎
i

と
し
て

で
な
〈
、
独
立
し
た
所
持
者
左
し
て
館

E
Eな

る
と
解
し
う
る
か
ら
、
問
題
の

2置
か
れ
ね
ば

E
t。

叉

、

被

語



<00 

人
が
占
有
機
凶
を
適
じ
て
占
有
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
ニ
の
占
有
は
、
占
有
機
閣
と
本
人
と
の
開
の
一
定
の
従
属
測
点
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
か
ら
、

と
れ
が
契
約
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
、

己
の
よ
う
な
契
約
上
の
地
位
が
相
続
の
対
象
ど
な
り
、
占
宥
は

相
続
人
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
叉
、
直
按
占
有
者
を
媒
介
と
す
る
間
接
占
有
に
あ
っ
て
も
、
両
者
の
間
に
存
す
る
、
法
律
関
係
(
代

ヘ
も
っ
と
も
、
両
者
の
閣
の
関
係
が

理
占
有
関
係
)
が
、
相
続
人
に
永
継
さ
れ
る
と
に
ろ
か
ら
、
周
終
占
有
が
家
継
さ
れ
る
と
と
と
な
る
戸
無
効
の
契
約
に
指
づ
い
て
い

1

議
掬
許
可
場
)
。
昔
、
と
れ
ら
の
助
官
、
問
題
の
外
に
置
か
れ
る
ζ

と
と
な
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
は
、
以
上
述
べ
た
局
舎
を
除
い
て
、
相
続
人
は
常
に
相
続
開
始
時
に
於
iu
て
所
持
日
占
有
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
ヵ
。
以
下
、
従
来

IT 

主
張
さ
れ
C
き
た
肯
定
説
を
簡
単
に
紹
介
し
、
検
討
す
る
と
左
L

と
す
る

誌

111 

遺
産
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
が
相
続
人
の
権
利
を
尊
重
し
、
或
は
、
尊
重
す
べ
く
法
秩
序
に
よ
り
保
障
さ
れ
て

〔
紹
介
〕

雑

い
る
と
い
う
主
と
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
侵
害
し
な
い
左
い
ろ
と
と
の
反
映
と
し
て
、
相
続
人
に
、
遺
産
上
の
事
実
的
支
配

H
所
持

n占
有

学

が
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
我
固
に
於
い
て
は
、
山
中
博
士
が
と
の
立
場
に
立
た
れ
て
お
ら
れ
る
。

法戸

博
士
は
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。

「
相
続
人
限
、
相
続
に
よ
り
栂
続
財
産
の
う
え
の
所
有
を
取
得
し
、
カ
つ
も
世
人
も
そ
の
相
続

神

財
産
を
構
成
す
る
個
々
の
も
の
に
た
い
す
る
権
利
者
の
悔
利
を
尋
姦
し
て

あ
え

τ手
を
つ
け
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
相
続
財
産
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
う
え
に
、
占
有
を
取
得
し
う
る
冨
V

」
と
。

ド
イ
ツ
に
除
い
て
も
、
相
続
人
の
占
有
の
位
置
を
説
明
す
る
に
際
し

同
也
僚
の
見
解
が
み
ら
れ
る
。

と
の
考
え
方
を
代
表
す
る
司

国
岡
崎

E
E
E
は
、
経
験
則
に
よ
れ
ば
、
高
度
に
発
達
し
た
文
化
段
階
で
は
、
遺
盗
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
が
議
で
あ
る
か
を
関
わ
ず
、

第
三
者
は
、
他
人
の
経
済
圏
に
属
す
る
も
の
と
し
て
尊
重
ー
す
る
の
で
あ
り
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
位
三
百
U
経
済
社
会
に
於
い
て
は
、
相

続
と
共
に
遺
産
の
事
実
上
の
支
配
状
鎗

Q
雪
湾
苫
官
認
事
o
r
o
n
)
が
常
に
相
続
人
に
存
す
る
と
な
ve

同
ω骨

一

3
言
一
も
、
J
佼
栂
続
人
の
占
有
に
属
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

完
全
に
同
じ
状
態
と
強
度
の
帰
属
関
係
部
欄
続
人
の
為
に



生
子
る
と
と
は
、
法
秩
序
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
名
官
官

(羽

相
談
が
地
位
の
承
継
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
の
説
明
が
存
す
る
ロ
相
続
を
単
に
権
利
義
務
の
承
継
し
と
解
さ
ず
、
被
相
続
人

の
有
し
て
い
た
益
的
地
位
(
事
実
関
係
を
も
含
め
て
V

を
承
継
す
る
も
の
だ
左
解
す
る
乙
と
に
よ
り
、
相
続
人
は
占
有
を
も
承
継
し
、

占
有
を
取
得
ず
る
と
き
れ
る
の
で
あ
る
ロ
種
積
極
時
士
の
見
解
が
そ
う
で
あ
る
官
ua

ω 
川
と
仰
の
考
え
方
が
有
機
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
立
境
か
あ
る
。

現
在
に
於
い
て
も
強
く
支
持

末
弘
博
士
が
主
張
さ
れ
す
て

網目触とd旨侮権@君雄〈高木多書男〉

さ
れ
て
い
る
宮
古
衆
弘
博
士
段
、

相
続
人
は
事
実
上
被
相
続
人
と
問
}
の
地
位
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、

被
相
続
人
の
有
し
た
二
割
の

事
実
的
関
係
は
、
当
然
に
相
続
人
に
移
転
す
る
乙
と
は
社
会
観
念
。
-
般
に
認
む
る
乙
一
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
更
に
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳

機
念

方
に
於

て
Pま
死
者
に
対
す
る

皇
と

書
に
於
し‘
て

" 栢
続
人
の
遺
産
に
対
守
る
事
実
的

富
里
毒
事
石
視

念
j
l
i
は
、
死
者
の
所
持
し
て
い
た
物
広
対
サ
る
侵
奪
を
許
き
ず
、
叉
、
相
続
人
が
ζ

れ
を
掌
握
す
る
こ
E
は
何
人
も
不
当
と
疑
う
者

が
な
い
の
で
怠
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
物
の
所
持
は
当
然
、
相
続
人
に
移
転
す
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
一
般
的
社
会
観
念
の
要
求
す

こ
の
覆
の
事
実
的
の
窓
味
に
於
い
て
E
当
な
り
と
認
め

る
と
こ
ろ
で
あ
り
‘
格
競
人
は
被
相
級
人
の
人
格
を
承
継
す
る
と
の
原
則
除
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

、、

川
聞
は
、
相
続
人
側
の
態
容
を
問
題
と
ぜ
ず
、
相
続
人
に
は
、
常
に
社
会
観
念
上
の
所
持
H
占
有
が
存
す
る
と
考

、
、
、
、
、
、
、

え
て
い
る
。
放
に
、
相
続
人
の
相
続
の
開
始
の
不
知
を
関
わ
ず
、
遺
産
に
対
す
る
地
理
的
な
隔
り
を
関
雇
と
せ
ず
、
相
続
権
あ
毛
と
ζ

、
、
、
、
、

ろ
、
備
に
占
有
あ
り
と
す
る
結
論
を
導
く
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
考
え
方
除
、
所
持
日
占
有
と
い
う
も
の
を
、

〔
検
討
〕

一
定
の
人
と
物

と
の

書
的

E 
を
不
可
紙
約
肥

包
含
し
た
微
念
で
あ
り
と
す
る

立
信
治‘

ら、
当
然
に
拡
判
の
存
す
る
と
ζ 

ろ
で
あ
る
ハ
9 
。
ロ

マ
法

で
は
、
占
有
の
体
索
、
担
る
所
持
に
つ
い
て
、
合
く
は
、
目
的
物
に
対
す
る
接
触
或
は
侵
入
を
要
求
し
た
と
さ
れ
て
い
る
自
主

ζ
ζ

な
は
、

師

所
持
は
、
物
理
的

u
空
閥
的
支
配
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
如
く
、
物
に
対
す
る
支
配
秩
序
が
整
備
さ
れ
、
或
は



岨

又
、
高
度
の
分
業
関
係
が
成
立
し
て
い
る
社
会
に
鈴
て
は
.
人
の
物
に
対
す
る
支
配
も
、
物
理
的
支
配
か
ら
離
れ
た
観
念
約
な
支
配
が

可
能
で
あ
り
、
更
に
は
、
第
三
者
を
介
し
た
支
配
(
占
有
機
関
直
接
占
有
者
を
介
し
て
の
支
配
)
が
存
在
し
得
、
し
か
も
そ
れ
が
、
占

有
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
諸
効
果
を
与
う
る
に
ふ
さ
わ
し
い
支
配
と
し
て
占
有
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
玄
語
、
免
除
は
、
事
実
的

支
配
の
存
在
の
判
断
の
基
準
と
し
て
、
空
間
的
関
係
と
並
べ
て
法
律
関
係
を
あ
げ
て
い
る

2
Y
そ
し
て
、
か
か
る
も
の
主
し
て
、
占
有

R 

機
閣
を
介
し
て
の
占
有
及
間
接
占
有
を
指
摘
し
て
し
る
。
こ
の
よ
う
な
占
有
者
は
、
占
有
機
関
西
楼
占
有
者
と
の
間
に
あ
る
一
定
の

法
律
関
係
(
坤
印
刷
肘
同
時
打
一
一
日
吋
腰
掛
可
「
時
一
信
一
向
)
に
基
づ
い
て
、
物
を
占
有
し
℃
い
る
と
認
ら
れ
て
い
る
と
い
う
蕊
味
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
占
有
は
人
と
物
と
の
附
の

ι雨
的
関
係
を
離
れ
た
高
度
の
観
念
的
な
占
有
と
し
て
成
立
し
て
い
る
e

わ
が
民
法
も
代
理
占
有

法

を
承
思
し
て
お
り
、
同
織
の
己
と
が
い
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
相
続
人
の
占
有
も
同
列
の
も
の
と
し
て
誌
め
る
こ
と
が
出
来

a産

。戸R-
5
4司
自
ovR"
は、

る
で
あ
ろ
う
か
。

h 

< 

間
接
占
有
を
も
っ
て
、

相
続
人
の
占
有
と
共
に
、

物
の
支
配
な
き
図

g=z

学

S
E
z
o
E
m
ω
旬。7
2
m
s
a
w
)
と
し
て
同
質
の
も
の
と
見
て
い
る

2
Z
し
カ
し
、
占
省
機
関
を
介
し
て
の
占
台
で
あ
れ
、
間
接
占

絵戸

有
で
あ
れ
、
第
三
者
の
占
告
を
媒
介
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
物
に
対
す
る
空
調
的
関
係
か
ら
全
く
簸
れ
て
文
配
関
係
が
総
め
ら
れ
る
の

伸

も
、
そ
れ
を
媒
介
し
て
い
る
第
三
者
の
事
実
的
支
恥
が
あ
れ
ほ
こ
そ
な
の
で
あ
り
、
と
れ
も
又
物
に
対
す
る
英
実
的
支
配
の
一
つ
の

態
仰
舎
と
し
て
考
え
る
と
と
は
決
し
て
不
自
然
で
な
い
。
し
か
し
、
相
続
人
の
占
有
K
あ
っ
て
は
、
相
続
人
自
身
と
(
前
述
し
た
如
〈
被

相
続
人
の
占
告
が
第
三
者
を
介
し
て
の
占
有
で
あ
れ
ば
、
被
相
続
人
と
こ
れ
ら
の
者
の
閑
に
存
す
る
法
律
関
係
を
相
純
し
そ
の
効
果
と

し

τ占
有
が
移
転
す
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
こ
の
場
合
を
除
く
)
目
的
物
と
の
聞
の
商
接
的
関
係
で
あ
る
か
ら
、
同
一
に
断
ず
る
こ
と
は

出
来
な
し
c

}
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
知
〈
、
所
持
の
存
在
K
は
、
他
人
の

I
捗
を
耕
除
し
う
る
状
態
、
乃
至
は
下
捗
す
る
を
得
な
い
状
学
百

J

を
要
求
し
、
何
等
か
の
程
度
@
物
に
対
す
る
力
関
係
(
宮
公
-
2
2
2包
一
件
当
局

)
Q
V
の
存
在
を
所
持
、
及
室
支
配
概
念
の
不
可
険
要
素
と



考
へ
る
限
り

高
富
係
を

童
書
し
相
続
人
に
常
に
所
持
あ
り
と
す
る
こ

之
は
無
理
で
あ
る

も
っ
と
も

所

事
念
も

結
局
、
占
有
概
念
の
一
要
素
之
し
て
占
有
K
結
び
つ
け
ら
れ
る
諸
効
果
を
帰
属
せ
し
め
る
に
ふ
き
わ
し
い
支
配
状
態
を
意
昧
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
高
度
に
観
念
化
き
れ
、
第
三
者
に
よ
る
遺
産
の
事
実
的
状
態
の
尊
重
に
よ
る
侵
害
の
可
能
性
の
欠
如
と
い
う
こ
左
の
反
射

と
し
て
、
所
持
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
支
配
関
係
が
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
場
合
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
常
に
そ
う
で
あ
る

叙鱗と占有禍の承継〈高大多喜男〉

千と
差す

面Z
とと

も"u、
い遺

2雪
具桐
体続

ii 
を間
無の
視具
し体

吃自
首ま

ら
所

君事
解の
価存
を在
ーを
に導

き
相、出
続、す
人、の
>で
しいな

う〈

昔、て
か、相
ら、続
奪人
〈と
も遣
の重
で k
あの
る「ヨ
かの

ら
、
説
明
し
難
い
論
理
上
の
予
扇
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
は
こ
の
よ
う
に
、
所
持
の
存
在
を
相
続
人
の
地
位
と
結
び
つ
け
る

木
自
然
な
結
呆
を
生
み
出
す
ζ

と
と
な
る
。

よ
く
例
に
あ
げ
ら
れ
る
相
続
人
は
東
京
に
遺
産
は
ア
メ
9
カ
に
L

と
い
う
場
合

と
と
は

放
棄
し
た
相
続
人
の
占
有
の
遡
及
的
消
誠
、
次
順
位
相
続
人
の
趨
及
的
取
得

を
認
め
る
と
と
と
な
り
、
又
、
占
有
の
置
が
遺
言
有
効
器
(
銀
銭
柑
相
対
校
指
~
)
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
に
な

る
。
い
か
に
、
占
有
が
単
な
る
事
実
で
な
く
、
社
会
通
念
に
よ
っ
て
定
ま
る
社
会
関
係
で
あ
っ
て
も
、
組
織
権
と
い
う
観
念
的
な
祭
。

は
別
と
し
て
も

梧
続
の
放
棄
が
あ
っ
た
と
き
に
は

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
と
を
承
認
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
結
局
己
の
見
解
は
、
所
持
概
念
を
限
度
を
超
え
て
拡
大
す
る
も
の
で

る
り
、
容
認
す
る
と
と
が
出
来
な
い
。

[" 

の
見
解
は
、
結
局
に
於
い
て
、
所
持
を
録
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
相
続
を
も
っ
て
地
位
の
承
継
で
あ
る
と
す
る
理
論
が
、
相
続

法
上
の
難
問
ハ
た
左
え
ば
死
亡
に
よ
る
損
害
賠
償
楕
求
権
の
相
続
の
如
き
〉
を
手
際
よ
〈
説
明
す
る
為
の
手
段
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た

じ
と
は
穂
積
樗
土
の
明
言
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
忘
る

2vo
こ
の
よ
う
に
便
宜
的
に
生
み
出
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
内
容
は
あ

い
ま
い
で
あ
り
・
又
、

と
の
理
論
の
否
定
的
見
解
も
強
〈
主
張
さ
れ
て
い
る

cgo
こ
の
点
は
さ
て
お
き
、
そ
の
理
論
が
持
つ
意
味
限
、

岨

結
局
被
相
続
人
側
に
存
し
』
記
事
実
を
相
続
人
側
の
事
実
と
し
て
見
る
(
逆
に
相
続
人
の
事
実
を
被
相
続
人
側
の
事
実
。
と
し
て
見
る
〉
合
同
〕

〆

i



.00 

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
権
制
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
相
続
人
に
は
、
結
局
、

a
p
実
主
し

τの
所
持
が
な
い
と
い
う
こ
と
を

言ば誌
とめ

ともる
しカミ も
之〈の
は、で

雪要望E
で工不
あ佐通占

モ555
縫っ却

型電説

話量
輸権対

う皇語
謹苦苧
認E
守る τ

ドそ
~イの
らグァ

れに Z 
て於 c

EE語
いも明
白と
三J し

翼1
人僚
に制
常と
にい
所う
持解
あ釈

:語
いを
う m
ζ し、

とる
のの
説な
得ら

(
1
》
舟
繍
、
前
掲
膏
二
八
二
頁
以
下
参
照
。

〔

2
》
所
持
に
除
所
持
怠
忠
治
必
要
だ
と
す
れ
ば
、

八
日
中
盤
瞬
、

「
占
宥
規
定
に
関
す
る
脊
観
説
に
よ
る
解
釈
の
試
み
」

F
商
法
雑
話
一
二
八
巻
凶
号
、

K 

三
葉
以
下
〕
と
れ
だ
け
で
問
題
は
否
定
さ
れ
る
と
と
と
な
る
B

こ
こ
で
は
一
応
、
所
持
忌
問
。
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
通
語
の
立
場
(
こ
れ
を
叩
2
2す

誌

る
も
の
と
し
て
は
、
舟
橋
、
前
掲
舎
一
一
八
一
z

貝
ぜ
に
立
つ
も
の
と
す
る
2

雑

言
》
山
中
腹
縫
「
相
続
は
地
伎
の
承
継
か
」
穂
積
先
生
逼
盟
前
文
集
、
出
来
波
法
の
諮
問
聖
一
六
込
賞
。

《
4
)
M
r
a
a号
。
宮
崎
司
a
R
U畠
E
回
弘
周
回
mま

ωhmgR
《
刷
出
し
直
接
に
拳
関
す
る
乙
と
を
得
手
@
者
印
刷
uovm
ス
ロ
rめ
ず

t
Rヨ
2Zι
ぎのケ

学法

。
自
主
官
官
宏
司
巴
5
1
z
g
当日
H
W
E知

L
2
J
p
z
z
z
s
a市長

戸

同

60tptω

お
か
ら
引
用
g

)

神

彼
は

次
@ 
よ
う
な

事
あ
げ
て

説
明
し
て

る

車
線
人
が

車
五
と
に

し
て

主
出

と
す
る

彼

量
及
そ
の
申
に• i 

想
の
よ
モ
岩
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
な
し
。
彼
は
、
帰
れ
ほ
屋
般
に
入
り
、
あ
ら
た
め
て
、
そ
れ
ら
の
上
に
受
配
を
取
得
出
守
る
の
で
あ
る
。
と
乙

ろ
で
、
も
し
、
旅
@
途
中
で
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
相
続
人
は
彼
相
続
人
と
金
〈
一
同
じ
こ
と
を
な
し
う
る
・
そ
れ
ま
で
に
第
三
者
が
占
有
し
て
し
ま
わ

な
い
限
り
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
際
し
て
他
人
の
占
有
と
笥
突
す
る
こ
と
は
な
い
。
法
秩
序
は
禁
止
規
定
等
に
よ
り
、
相
続
人
に
ζ

の
よ
う
な
可

餓
笹
の
寒
現
を
確
実
な
も
の
と
し
て
い
る
と

e
F
H
E
包
宮
v
g
r
s
g
E
忌
包
切
の
凶

H
r
g
H宮

V守
富
ο古
河
内
穿
佳
子
OOAM前
回
票
日
r
-
a

E
品
E
F
O
V
B
開

2
9
F
w
a
ω
タ

ω
容
も
っ
と
も
伎
は
、
数
年
後
の
著
書

Q
H
V
S仏
昨
日
丘
小
i

多
照
し
得
ず
》
に
於
し
て
組
織
人
隠
占
有
に

基
礎
づ
け
ら
れ
た
法
律
関
係
乃
霊
法
的
地
位
を
承
継
す
る
と
述
べ
改
説
し
た
む

MJZ岳
協
同
ogH吋
B
E吋
N
E
H
V即時特防止
-n宮

p
o
a認
阿
古
h
n
y
加
島

同
凶
員
ω
m
M



子《

1 

-< 

(
6
)
穂
積
重
遣
、

「
相
続
は
権
利
の
承
継
治
人
絡
の
承
継
か
」
法
学
協
A
お
仲
品
、
四
八
巻
-
号
、
三
二
責
以
示
問
じ
説
明
を
す
る
も
の
と
し
て
中

川
善
之
助
錦
、
注
解
相
続
法
、
八
四
頁
、
青
山
道
夫
相
続
法
九
四
頁
。

〔

7
V
宍
弘
蛾
太
郎
、
「
占
有
権
ノ
相
続
」
務
積
先
生
還
賂
祝
賀
論
文
集
一

O
O一
ニ
買
以
下
。

言
》
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ヌ
の
倒
臭
が
惑
ぎ
ら
れ
る
カ
表
委
前
録
番
三
二
九
買
舟
橋
、
前
結
審
一
一
一
O
四
頁
、
休
艮
平
、
物
糧
法
、

六

頁
ー

(
9
v
石
図
、
前
縄
省
、

ハM
V
原
因
襲
吉
田
、
ロ
ー
マ
議
一
三
九
百
貝

Q

も
っ
と
も
次
第
に
観
念
化
L

ピ
ず
ン
チ
ン
術
開
に
は
、
証
書
を
交
付
し
て
も
、
占
有
の
引
疲
あ
り
と
し
た
と

一
四
回
買
以
末
。

相続と占有備の承継〈高木多喜男)

い
う
こ
と
で
あ
句

立
》
玄
毛
色
5
R
F
E
2
5
3
m
m
n
r
s
E旨
L
揖
♂

ω
ぬ
め

昆〉
-
4
0
h
a
F
p
n詐
S
H
E
L
P
包
お
も

m
p
m
F
Oず
p
p
p

。Jω

〈
刊
己
努
妻
、
前
掲
曾
=
三
四
頁
、
末
川
、
前
倒
憎
膏
二

O
八
賀
、
楠
木
撃
、
判
例
物
権
法
経
論
、
二
八
回
買
以
下
回

a
v

。司
8
2
0
F
F
U
E
E
&
B
M
Mロ
a
E
n
F
望
ら
岡

p
s
g
h
d各局、

m
Nむ

" 民

(
E
V

間
援
占
有
@
場
合
は
、
直
修
占
有
者
の
手
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
作
り
幽
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ハ
路
》
穂
積
、
前
倒
問
酋
昨
ス
ザ
頁
以
下
、
特
隆
三
二
頁
以
下
@

百
V

柏
木
、
判
例
相
続
法
論
一
主
量
以
守
、
山
中
、
前
縄
給
文
=
一
六
一
頁
以
で

《
叩
凶
)
比
域
的
こ
の
理
論
の
内
容
を
閥
均
に
し
た
も
の
と
し
て
、
中
川
善
之
助
篇
、
前
掲
書
八
一
一
一
貫
a

〔
国
》

ω5-q伺
乱
闘
闘
。

ω
M
m民

所
持
な
き
湘
続
人
し
と
占
有
権
の
承
継

占
有
権
の
椴
続
が

グ
ル
マ
Y
桧
上
の
グ
グ

z
ν
の
相
続
に
そ
@
系
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る

T
Z
グ
ル

'" 
マ
Y
社
会
に
あ
っ
て
は
、
グ
グ
品
レ
が
物
権
の
友
で
あ
り
、
物
権
は
グ
グ
ェ

1
ν
の
形
式
を
と
っ
て
の
み
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、



"" 
相
続
之
は
外
形
的
に
は
グ
グ
ヱ

i
レ
の
承
継
な
の
で
あ
っ
た
(
ゲ
グ
五

1
レ
の
移
転
的
作
用
〉
。
し
か
も
、
グ
ル
マ

Y
社
会
の
家
族
共

同
体
の
構
成
康
宙
局
八
世
代
を
超
え
て
永
続
せ
し
め
る

1
魁
静
観
世
〉

か
ら
次
の
世
代
の
家
長
に
当
然
相
続
を
要
求
し
た
か
ら
宮

ロ

マ
社
会
に
於
け
る
が
如
き
無
主
の
財
産
、
す
な
わ
ち

Z
Z島
ztm8日
(
休
止
財
産

v
l家
外
子
(
宮
崎
ゆ

a
Z肯
h
H
4
4
5
5
)

が
柑
綿
入

の
掛
合
に
は
そ
の
者
の
な
す
相
続
の
承
認
に
よ
っ
て
、

相
続
の
効
力
が
生
じ
た
の
で
あ
り

そ
れ
ま
で
は
無
主
の
財
産
で
あ
っ
た
宮

U

-
(
ー
は
存
せ
ず
、
相
続
人
の
意
思
と
は
無
関
係
に
被
相
続
人
の
死
亡
と
同
時
に
、

グ
グ
品
レ
が
承
継
さ
れ
た
C

念

F
m
g
。
ユ
富
山
担
同

-
0
4
2
m
=
と
は
、

被
相
続
人
と
現
実
の
生
活
を
共
同
に

か
か
る
原
則
を
怠
球
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
Z
3
も
っ
と
も
多
〈
の
場
合
は
、

N 

に
れ
ら
の
者
除
、
不
正
確
な
表
現
で
は
あ
る
が
、

い
わ
ば
遺
産
の
共
同
占
有
者
②
如
き
地
位
に
あ
っ
た

す
る
息
フ
す
叉
は
孫
が
相
続
し
、

Z事

@
で
あ
る
か
ら
、
死
亡
と
同
時
に
副
現
実
的
ゲ
グ
ェ
レ
を
取
得
し
て
い
る
@
で
あ
っ
て
ゲ
グ
品
レ
の
相
続
と
い
う
ζ

と
は
E

現
実
的

雑

な
事
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
宮
古

し
か
ら
ざ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
ハ
例
え
ば
傍
系
親
の
如
き
)
、
グ
グ
ェ
レ
の
物
権
と
の
未
分
化
的

学

怯
賀
、
土
地
支
配
の
あ
る
程
度
の
観
念
性
は
、
当
然
相
続
の
要
求
と
結
び
つ
い
て
、
グ
ヅ
ェ
レ
の
相
続
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
遺

法

グ
グ
ェ
レ
が
承
継
き
れ
た
の
で
あ
る
《
息
ハ
観
念
的
グ
グ
ェ

!
ν
)
e

第
三
者

産
の
現
実
的
な
グ
グ
品

νの
取
得
が
な
く
て
も

戸神

(
ぞ
れ
か
ら
の
権
利
承
総
人
)
に
現
実
的
グ
グ
五

i
レ
が
存
し
て
も
、

ζ

の
観
念
的
グ
グ
孟
レ
に
基
づ
い
て
、
現
実
的
グ
グ
畠

ν

を
回
復
し
得
た
の
で
あ
ワ
た
。

(
グ
グ
ェ

l
レ
の
攻
撃
的
作
刈
(
6
〕)。

沼
代
法
に
必
い
て
も
、
多
数
の

M
法
例
は
当
然
相
仙
の
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
し
か
も
包
折
承
継
の
民
則
が
採
用
さ
れ
て
U
る
ハ
ド

3
5
(一
位
一
一
一
巻
ス
イ
ス
民
法
(
五
六
っ
き
プ
ラ
Y
ス
民
法
(
七
一
一
四
条
)

e

わ
が
相
続
法
も
同
様
で
お
る
八
八
九
六

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

条
v
e

教
w
匹
、
被
相
続
人
の
有
し
て
い
た
一
切
の
権
利
義
務
が
包
括
的
に
こ
身
専
属
維
を
除
き
)
法
律
上
当
然
区
制
紋
人
に
移
転

す
る
わ
け
で
あ
る
?τ

従
っ
て
、
乙
の
意
味
に
於
い
て

道
ヤ
弘
金
体
の
上
に

a
z
g
o
a
E
z
r
s
t
の
時
則
か

こ
こ
で
も
、

支
配
し
て
い
る
と
い
い
う
る
わ
け
で
あ
る
宮

x
a
z



J 

d 

し
か
し
、
物
権
制
度
に
あ
っ
て
は
、
ゲ
ル
マ
シ
社
会
の
グ
グ
ェ

I
V
体
系
と
は
根
本
的
に
異
な
り
、
物
権
殊
に
所
省
権
は
、
物
の
刑
制

実
的
支
配
泊、

ら
離
れ
た
観

念
的

告
と
し
て
存
在
し

お

E 
至
古

車
の

豊
と
は
次
元

主
kに
す
る
も
@ 

と
し
て
取
級
是つ

れ
て

る
つ
一

O
-
一
条
)
。

周
知
の
知
〈
、

ロ
マ
法
上
の
ポ
セ
ッ
リ
V

才
が
、
単
な
る
事
実
情
L

あ
る

avと
い
う
と
と
か
ら
、

そ
の
牽
継
性
が
否
定
さ
れ
、

従
つ

て
又
、
そ
の
栂
続
と
い
う
こ
と
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

(
家
内
子
〈

v
a
g
E自
民
E
B
m
)
に
つ
い
て
は
当
然
楕
続
)
ヨ
た
h

とえ、

相続と占有悔のゑ槍(高木多喜男〉

被
相
続
人
の
死
亡
左
問
時
に
、
ポ
セ
ツ
リ
V

才
を
取
得
し
て
も
、

そ
れ
は
新
た
な
る
ポ
セ
ッ

νオ
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
立
ヲ

喜
制

度
の
本
権
秩
序
と
の
分
離
と
い
う
一
面
に
於
い
て
は
、
近
代
法
上
の
占
有
秩
序
は
、

ロ
マ
法
上
の
ポ
セ
ツ
U
V

オ
体
系
を
承
継
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
現
代
占
有
制
度
は
中
心
的
に
は
ロ
ー
マ
法
の
影
響
予
に
あ
る
と
い
い
う
る
も
の
T
あ
り
、
又
、
環
論
的
に

見
℃
も
、
近
代
法
上
の
占
有
も
事
実
で
あ
る
と
と
は
否
定
し
得
べ
〈
も
な
い
の
で
あ
あ
か
ら
、

ロ
ー
マ
注
疏
に
解
決
さ
る
べ
き
と
も
な

し
う
る
。

し
か
し
、
他
置
に
於
い
て
は
、
夙
に
指
続
き
れ
て
い
る
知
〈
ゲ
ゲ
ヱ

l
レ
の
影
響
も
強
く
見
ら
れ
、
本
問
題
の
側
面
に
つ
い
て
見
れ

「
占
有
権
の
矛
継
佳
L

と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
T
あ
る
包
ヨ

"' 

わ
が
民
法
上
に
あ
っ
て
も
、

占
有
に
結
び
つ
け
ら
れ

た
諾
効
果
の
源
泉
と
し
て
、
占
有
権
と
い
う
概
念
が
構
成
き
れ
、
そ
の
趨
周
波
一
と
い
う
こ
と
が
明
文
上
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
八
二
条
以

下
)
。
と
の
と
と
と
、
包
括
e

当
然
京
継
の
原
則
が
絡
が
つ
い

τ、
占
有
棋
の
相
続
を
容
認
す
る
可
能
性
が
生
じ
て
〈
る
。
即
ち
、
占

有
権
も

-
身
術
専
属
権
で
な
い
遺
産
の
一
構
成
要
素
と
し
て
、
法
律
上
当
然
に
相
続
さ
れ
者
の
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
、
占
有
機
の

承
継
怯
の
説
明
と
し
て
、
占
有
権
が
占
有
に
奉
づ
〈
権
利
で
あ
る
bc
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
基
礎
に
は
占
有
の
承
継
ハ
前
主
左
後
主

の
占
有
の
同
一
位
〕
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
8

従
っ
て
、

占
有
権
の
承
継
の
士
般
的
理
論
に
立
て
ば
、
包
括
当
然
相

醐

続
の
原
則
か
ら
、
直
接
的
に
占
有
権
の
相
続
を
結
論
す
る
己
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
相
続
人
が
棺
続
開
始
k
岡
崎
区
現
実



醐

的
に
占
有
を
開
始
し
た
場
合
に
は
、
役
相
続
人
と
相
続
人
の
匝
有
の
占
有
の
間
に
は
同
一
憧
が
社
会
観
念
上
承
認
し
得
る
か
ら
、
占
有

が
承
継
き
れ
、
従
っ
て
又
、
占
有
権
は
栂
続
き
れ
た
と
解
し
得
る
。
ζ
@
ζ
と
は
、
占
有
権
の
承
継
慢
の
理
論
で
論
翌
的
に
基
礎
づ
け

、
、
、
、

う
る
e

相
続
人
に
は
需
に
所
持
が
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
占
有
権
の
栂
締
の
悶
扇
を
解
決
づ
け
よ
う
と
し
た
学
説
は
、
占
有
権
承

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

継
の
-
徴
的
理
論
と
調
和
さ
せ
る
努
力
で
あ
っ
た
の
で
£
る
。

し
か
し
、
こ
に
於
い
て
述
べ
た
如
〈
、
そ
れ
は
所
持
概
念
を
限
度
を
超
え
て
鉱
犬
し
て
い
る
か
、
或
は
緩
制
で
あ
り
、
従
つ
℃
被

相
続
人
の
占
有
と
相
続
権
の
存
在
に
よ
っ
て
、
占
有
権
@
相
続
を
導
く
「
占
有
権
の
相
続
性
」
の
理
論
は
、
占
有
権
の
承
緋
性
と
は
異

~ 

っ
た
問
題
な
の
で
あ
る
c
ド
イ

y

フ
ラ
ソ
ス
ス
イ
ス
に
鈴
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
如
〈
、
承
継
佐
の
み
な
ら
ず
、
更
に
進
ん
で
相

言怠学

定線
開し性
題た@
はが承
、竺"認

相互2 を
続開，.も

人石勾行
側合同工な

に、二主つ
は、た
常氏。
に法
所奥
持は
が何
あ等
るの
と規
い定
うを
とも
と定
をめ
素ず
車、

に解
杏釈
定に

主雲
上た
での
、で

上あ
述る
の O

E 
の
如
き
相
続
性

主
認
す

べ• 

し
か
し
、
わ
が
固
に
於
い
て
は
、

ポ
ヲ
ソ
ナ
ド
民
法
が

フ
ラ
y
ス
法
械
に
占
有
権
の
綿
織
を
甥

雑法戸

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
判
例
及
び
多
く
の
学
説

l
l富
井
惇
土

avを
初
め
左
し
、
末
川

s
v
Z団
施

v
柏
木
博
士
2ν

鈴
木
白
〕

神

闘
中
盤
磁
教
授
ハ
E
1
1が、

京
認
し
亡
お
ら
れ
る
@
問
題
は
そ
の
理
論
的
根
拠
で
あ
る
じ

先
に
ふ
れ
た
如
く
、
占
有
権
と
い
う
も
の
が
あ
く
ま
で
も
事
実
た
る
占
有
に
よ
っ
て
基
礎
り
け
ら
れ
、
そ
の
承
継
の
基
礎
に
は
占
有

の
承
継
を
必
要
と
す
る
と
す
る
一
般
的
理
討
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
固
執
す
る
限
り
に
お
し
て
は
、
問
題
は
否
定
さ
れ
ぎ
る
を
得
な
い
c

判

官

、

「

占

有

晋

富

士

移

転

Z
高

官

相

続

ノ

開

始

ノ

霊

五

五

空

事

タ

ル

効

力

Z
テ

」

(

日

製

一
一
一
司
二
八
自
民
録
)
と
し
、
包
括
当
然
承
継
の
原
則
を
定
め
る
八
五
九
条
ハ
旧
法
一

0
0
一
条
)
を
根
拠
と
す
る
c

叉
、
基
本
的

ニ
}
健
二
二
八
九
首
、

に
は
、
判
例
と
同
一
見
解
を
と
る
学
説
の
な
か
に
は
、
更
に
、

一
身
専
関
線
で
な
い
こ
と
が
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
百
三
し
か

し
‘
占
有
権
が
忌
継
ぎ
る
べ
き
遺
産
の
巾
に
包
含
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
占
有
理
論
と
航
関
係
に
叫
加
給
す
る
と
と
は
出
来
な
い
こ
と



a 
e 

イ「

4 

は
申
す
ま
で
も
な
い
と
と
で
あ
り
、
相
続
の
場
合
に
は
、
所
持
と
切
断
さ
れ
て
承
継
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
的
占
有
承
継
理
論
が
先
づ

占
有
翠
論
の
内
部
で
容
伺
怖
さ
れ
ね
ば
、
包
括
当
然
相
続
の
原
則
か
ら
、
諭
理
的
に
帰
結
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
包
箔
当
然
相

続
の
原
則
か
ら
、
観
念
的
な
権
利
の
承
継
は
論
理
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
が
、
占
有
物
の
如
き
も
の
に
つ
い
て
は
問
R
に
論
じ
得
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
果
し
て
、
上
述
の
占
有
理
論
は
絶
対
的
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
立
法
例
は
、
占
有
濯
の
相
続
を
認
め
た
。
そ
の
ζ

と
は
、

相続と占有織の承継〈高木多喜男〉

特
に
ド
イ
グ
に
於
い
て
、
相
続
人
の
切

oaz
の
性
質
論
に
闘
し
て
論
争
を
ひ
き
お
ζ

し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
現
在

な
き

;樟
FE 
E霊
弘前

官室
ω 一

?言
白 n

E E 
~ . 
;: 
う E

Z童
福亭

TT 
れ w

-E 
続"， ~ 
函 A

F面

E主
空項

~ 

れと
には

属異
すな
匂っ
とた
す、

空物
?習の

a重

で

"' 
頁
広
い
え
ば
、
∞

ava
の
成
立
に
は
、
-
般
的
な
構
成
要
件
〈
事
実
的
支
配
)
と
な
ら
ん
で
、
役
相
続
人
の
摩
笠
宮
プ
ラ
ス
相
続
の
開
始

と
い
う
要
件
(
八
豆
七
条
)
が
存
在
し
、
同
一
の
法
約
効
果
が
結
び
つ
け
て
い
る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る

avayイ
ア
に
お
け
る
と
の

よ
う
な
概
念
の
成
立
は
、
占
肴
権
に
よ
る
保
鎧
の
鉱
大
に
よ
り
も
た
ら
き
れ
た
、
普
遍
法
以
来
の
伝
統
的
な
占
有
理
論
@
変
質
を
愈
味

閉 す

i i 
富喜

論

i E 

保学
説説

拡よ
犬る

的意

与吉
モ霊
与量
れそ

間近
題 い
は解
頁釈

f i 
君:君
主、重

? 
殊

一
般
的
に
相
続
人

に
も
占
有
権
を
与
ヘ
、
そ
と
ま
で
、

か
か
る
保
護
を
拡
大
す
る
要
あ
り
や
否
や
で
怠
旬
、
か
か
る
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
@

そ
れ
で
は
占
有
権
の
内
容
で
あ
る
占
有
の
主
た
る
諸
効
果
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
相
続
人
に
必
要
な
り
や
杏
ゃ
を
検
討
し
て
い
〈
ζ

と
と
す
る
a

岨

誕
来
@
通
蝋
W
J
が
か
か
る
必
要
性
を
当
然
@
事
納
と
し
て
、
そ
れ
を
疑
う
べ
か
ら
ぎ
る
前
提
の
如
く
考
え
て
い
た
傾
向
が
を
の
っ
た
が
、
品
取
戸
也
、
西
康
助

敏
筏
【
ぎ
が
占
有
訴
績
に
つ
い
て
奇
定
さ
れ
、
占
有
継
の
相
続
を
否
製
さ
れ
た
。
鈴
木
敏
拶
A
U
丘
、
占
有
乃
至
占
有
権
の
本
質
論
か
ら
極
ゐ
去
す
を
導
出



制

し
が
た
い
と
さ
れ
、
そ
の
実
益
に
問
題
解
誕
の
山
国
発
点
を
求
め
ら
れ
、
取
得
時
効

占
有
議
悔
の
二
点
に
つ
し
て
、
実
益
主
同
定
さ
れ
た
。
本
桜
I
旬、

以
上
述
べ
た
理
由
泊
ら
、
己
の
点
を
出
発
点
と
す
る
@
な
お
と
の
場
合
二
つ
の
点
が
段
階
函
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
は
相
続
性
を

η

定
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
枢
続
人
に
何
等
か
の
利
益
(
又
は
責
任
〉
カ
存
す
る
惑
で
あ
り
、
第
一
に
除
も
し
存
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
所
持
た
き

相
続
人
に
帰
漉
せ
し
め
る
必
要
注
が
あ
毛
か
で
あ
る
a

11) 

相
続
回
復
請
求
権
が
あ
る
と
い
う
浬
臨
か
ら
、

西
康
助
教
授
に
よ
っ
て

占
有
訴
権
五

相
続
人
に
は
、
周
一
目
的
の
為
に
、

そ
の
実
益
を
否
定
さ
れ
【
号
、
鈴
木
教
授
が
そ
れ
に
対
し
て
反
論
き
れ
た
袋
三

" 

遺
産
上
の
本
慣
の
存
在
の
立
誌
を
妥
し
な
い

av点
に
於
い
て

占
有
訴
依
と
類
似
的
性
格
が
見

相
続
回
復
議
求
権
に
あ
っ
て
は
、

" 
主
し
か
も
、
占
有
訴
悔
が
、
木
犠
②
訴
に
対
し
て
便
利
さ
が
あ
る
ど
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
か
ら
、
川
相
続
回
復
締
求

雑

権
の
存
夜
段
、
占
有
訴
権
の
必
妥
性
を
無
く
す
る
も
の
の
よ
う
に
一
見
感
じ
ら
れ
る
。

学

し
か
し
、
比
較
法
的
に
見
れ
ほ
、
た
と
え
ば
、
ド
イ
ブ
で
は

一
方
に
あ
っ
て
は
、
相
続
凶
復
請
求
権
が
認
め
ら
れ
、
他
方
で
は
占

法

し
か
も
、

ド
イ
ツ
民
法
第
一
草

有
訴
権
も
存
し
、
し
か
も
、
占
有
権
の
相
続
の
も
た
ら
し
た
主
要
な
る
実
益
と
見
ら
れ
て
い
る

a
z

戸神

案
で
は
、
占
有
権
の
相
続
を
認
め
な
か
っ
た
(
二

O
五
二
条
)
の
に
拘
わ
ら
ず
占
有
訴
権
に
つ
い
て
は
(
そ
の
他
二
三
の
続
列

X

は
効
果
と
共
に
〉
例
外
的
に
こ
れ
を
認
め
た
(
二

O
五
四
条
ν
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

t
イ

y
巴
於
い
て
ど
う
よ
う
な
実
理
か
存
す
る

と
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
と
L

と
が
わ
が
民
法
上
に
も
妥
当
す
る
か
を
検
討
す
る
と
と
と
す
る
。

ω 

相
続
回
復
請
犬
島
維
に
は
句
作
台
市
。
宮
込
肖
包
囲
尾
正
伺
(
本
権
を
め
ぐ
ヲ
て
の
抗
弁
)

が
あ
る
と
と
が

第
一
草
案
の
理
白
書
程
、

あ
げ
ら
れ
て
い
る

sve
即
も
、

所

表
見
相
続
人
は
自
己
に
本
権
あ
る
こ
と
(
た
と
え
ば
後
相
続
人
か
ら
の
質
権
賃
借
権
の
設
定
、

有
権
の
譲
渡
)
を
も
っ
て
抗
弁
し
う
る
釘
百

本
績
に
関
す
る
争
い
に
転
換
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。

わ
が
民
法
の
解
釈
と
し
て
も
閥
横

で
あ
る
A
E
U
@

し
か
し

占
有
訴
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
佐
賀
上
、
カ
か
る
抗
弁
に
よ
っ
て
阻
止
き
れ
る
己
と
は
な
い
。



" 

a 

.， 
ト
イ
ツ
民
訟
の
解
釈
と
し
て
は
、

相
続
固
辞
請
求
権
の
相
手
方
を
、

相
続
権
の
海
属
を
争
う
表
見
相
続
人
〈
唱
0
2
0
Z
S
M
U
Z

V
E
2
0
)
に
限
っ
て
い
る
。
相
続
権
を
主
混
ぜ
ず
、
遺
虚
を
占
合
し
て
い
る
者
(
噂
2
8
m
g
H
喝
さ
唱
2
8
8。
与
に
対
し
て
は
、
個
別

的
議
求
権
に
よ
る
回
復
請
求
が
な
し
う
る
の
み
で
あ
る
《
8
0
故
に

後
者
を
相
手
方
主
し
個
別
的
請
求
権
を
行
使
す
る
場
舎
に
は

本
権
の
立
鉦
が
争
の
中
心
と
な
る
。
と
の
現
吾
、
被
相
続
人
の
占
有
と
相
続
権
を
立
証
す
る
だ
け
で
足
り
る
占
有
訴
権
の
存
在
は
一
つ

の
実
益
で
あ
る

az

相騎と占有権の司~随〈商大多喜男〉

し
か
し
、
わ
が
民
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
そ
の
相
手
方
を
表
見
相
続
人
に
限
定
し
な
い
。
特
に
第
三
者
保
護
を
目
的
と
し
て
、
相
続

争
い
を
出
来
る
だ
け
短
期
聞
に
終

7
さ
せ
る
為
に
、
学
説
は
、
そ
の
論
理
的
純
粋
性
を
畿
牲
に
し
て
も
、
納
税
回
復
請
求
権
制
度
の
過

周
範
劉
を
拡
大
し
、

そ
む
相
手
方
を
関
わ
な
い
と
解
し
て
い
る

avo
故
に

己
の
棋
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
民
法
と
周
一
に
解
し
得

な
い
c

故
に
、
実
益
あ
り
と
す
れ
ば
、
制
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が

今
日
の
社
会
で
は
、

本
権
の
証
明
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
く

a

被
相
続
人
の
占
有
を
立
証
す
る
と
ど
に
よ
り
、

更
に

本
権
の
存
在
治
推
定
さ
れ
る
と
と
に
な
る
か
ら
欠
5
〉
参
照
て
占
有
権
の
相

続
の
必
要
性
を
迫
ま
る
程
の
強
い
理
由
と
は
考
え
ら
れ
な
い
@

し
か
し
、
次
の
点
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
@

一
般
的
に
、
占
有
訴
権
の
実
益
が
主
と
し
て
存
在
す
る
物
権
的
請
求
権
を
伴
わ
な

い
債
権
的
利
用
権
と
か

占
有
訴
権
に
よ
っ
て
の
み
回
復
論
求
し
得
る
鍋
念
性
の
不
完
全
な
物
権
S
Yか、

遺
産
の
構
成
要
素
で
あ
る

と
き
に
は
、
占
有
訴
権
の
実
益
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
鈴
木
教
授
は
、
動
産
賃
借
権
を
例
に
あ
げ
る
こ
と
に

よ
旬
、
こ
の
点
を
指
縮
さ
れ
、
た
と
え
相
続
回
復
請
求
権
に
よ
り
回
復
す
る
と
構
成
し
て
も
、
占
有
権
の
詔
続
が
前
接
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
民
程
、

乙
の
よ
う
な
場
舎
に
は
、
賃
借
物
の
取
戻
は
相
続
回
復
請
求
権
に
よ
る
と
せ
ず
に
、
占
有
訴
権

'" 
に
よ
る
と
携
践
す
べ
き
と
さ
れ
る

aue



'" 
と
こ
ろ
で
、
鈴
木
教
授
の
御
主
E
援
の
第
一
@
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

ζ

ζ

で
は
、
相
続
回
復
請
求
権
主
個
別
的
請
求
棋
の
関
係
が

考
え

ら
れ

ね
eま
な
ら

な
い。
蜜
L 

相
続
図

書
求
権
治司、
単
に

個
別
的
譜
求
権
の
東
で
あ
之る
と
考
え
れ
tま

荷量
泊〉る

に

i 
に

よ
っ
て
の
み
回
復
譜
求
出
来
る
よ
う
な
財
産
が
、
相
続
回
復
請
求
棋
に
よ
る
阻
復
諸
求
の
対
象
と
な
る
と
す
る
に
は
占
省
訴
権
の
存

在
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
い
か
ら
で
あ
る
。

判
例
及
び
通
説
は
、
相
続
脳
復
請
求
権
を
も
っ
亡
、
相
続
財
庫
取
戻
の
権
利
で
あ
る
左
し
、

し
か
も
、
個
別
的
指
求
悔
恨
の
行
使
で
も
、

そ
れ
が
招
誌
を
翠
幽
と
す
る
と
き
に
は
、
相
続
回
復
請
求
権
と
構
成
す
る
べ
号
。

表
見
相
続
人
の
取
引
の
相
手
方
の
保
護
に
欠
け
ze
わ

R 

か
か
る
解
釈
が
翼
ま
し
い
こ
と
は
臥
す
き
で
も
な
い
が
、
確
か
に

が
固
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
織
成
は
相
続
回
復
請
求
権
を

誌

も
っ
て
個
別
的
論
求
権
の
集
合
と
す
る
考
え
方
に
適
合
す
Z
O
(悲
し
か
し
、
M

』
の
問
題
を
複
本
的
に
取
上
げ
る
こ
と
は
別
の
機
会
と
し

雑

τ
一
応
の
瑳
解
を
述
べ
る
と
、
純
論
廻
的
に
は
、
相
続
回
復
論
求
権
と
個
別
的
論
求
権
と
は
、
別
箇
の
し
か
も
異
質
の
存
在
だ
と
思
う
。

後
者
が
、
和
也
慣
の
結
果
承
継
さ
れ
た
権
朴
に
基
づ
〈
回
復
勝
求
で
あ
る
に
対
し
て
、
前
者
は
、
相
骨
ル
仇
山
崎
骨
(
相
続
続
)
に
基
づ
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
、
被
相
続
人
の
占
有
し
て
し
た
財
産
の
引
渡
し
を
求
め
る
も
の
で
る
り
、

学法戸

こ
こ
で
は
、

そ
も
そ
も
そ
の
倒
産
上
の
個
別
的
請
求
樵
は

神

問
題
の
表
函
に
は
出
て
こ
な
L
の
で
あ
り
(
放
に
そ
の
立
涯
を
要
し
な
い
ν

、
相
続
維
の
存
在
と
、
被
相
続
人
の
占
有
の
み
が
、
二
一
』

で
は
争
の
焦
点
で
あ
る
e

換
言
す
れ
ば
相
続
凶
複
踏
求
権
と
は
、
被
相
続
人
の
も
と
に
を
の
っ
た
財
産
状
態
(
占
有

V

を
、
そ
の
ま
ま

相
続
人
が
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
己
と
を
保
障
す
る
権
利
な
の
で
あ
る
。

L
ζ
ζ

ろ
が
、
わ
が
国
で
は
、
商
請
求
権
の
終
局
的
目
的
が

共
通
C
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
前
述
し
た
如
く
、
出
来
る
だ
け
草
く
招
説
争
い
を
終
ら
す
為
に
は
、
短
期
消
滅
臨
時
効
を
定
め
る
相
続
回

復
請
求
権
を
め
ぐ
る
争
い
と
構
成
す
る
と
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
政
策
的
理
白
か
ら
、
個
別
的
論
夫
権
を
相
続
回
復
請
求
権
に
吸
収

き
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
、
単
な
る
個
別
約
請
求
権
の
集
合
で
は
な
い
の
で
あ
る
え
れ
)

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
主
、
相
続
回
復
請
求
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
、
個
別
的
荷
求
権
の
存
在
を
ハ
動
産
賃
借
縦
に
あ
た
っ
て
怯
占



考

r 唱
有
訴
権
を
》
予
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ζ

と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
巴

鈴
木
教
授
の
御
主
慢
の
第
二
点
は
、

と
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
続
回
復
請
求
権
と
し
て
で
な
く
、
占
有
訴
権
と
構
成
す
る
こ
と
が

実
際
的
だ
と
ぎ
れ
る
。
よ
り
早
く
争
が
終
結
す
る
か
ら
主
さ
れ
る
。
し
か
し
、
事
実
状
態
を
基
礎
と
し
て
仮
り
の
法
律
関
係
を
一
応
確

定
す
る
占
有
訴
権
で
争
を
落
着
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
問
題
で
あ
る
し
、
又
、
賃
借
権
者
と
し
て
、
賃
貸
人
の
有
す
る
所
有
権
に
基
づ

〈
返
還
請
求
権
を
代
位
行
使
す
る
こ
と
が

債
権
者
代
位
権
に
関
す
る
判
例
通
説
の
見
解
に
従
え
ば
、

留
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か

結続と占有権の承継〈高木多嘗男〉

ら
、
た
ど
え
、
鈴
木
毅
授
の
御
主
張
の
よ
う
に
構
成
し
て
一
も
、
占
有
訴
権
の
存
続
期
間
内
で
争
が
落
着
す
る
ζ

と
に
は
な
ら
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
@
結
局
、
占
有
訴
権
に
関
し
て
は
、
そ
の
実
た
留
は
姶
ん
ど
な
い
と
解
す
る
。

121 

自
命
自
動
機
(
自
力
救
済
権
)
。
占
有
者
が
占
有
状
憩
を
維
持
す
る
為
に
実
力
行
使
を
為
し
得
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
わ
が
艮

通
説
は
と
れ
を
認
め
て
い
る

a}(ド
イ
ツ
民
法
八
五
九
条
多
照
)
。

法
上
明
文
の
規
定
は
な
い
が

ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
松
、

」

れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
相
続
を
例
外
的
に
認
め
た
(
ニ

O
五
四
条
)
。
し
か
し
、
こ
の
権
利
除
、
新
検
序
が
形
成
さ
れ
た
後
で
は
行
使

し
得
ず
、
新
秩
序
へ
の
費
行
の
過
程
K
後
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
ら
、
現
実
的
に
遺
産
を
管
理
し
て
い
る
相
続
人
は
と
も
か
く
八
と

れ
ら
に
と
っ
て
は
固
有
の
占
有
が
あ
る
〉
し
か
ら
ざ
る
相
続
人
に
と
っ
て
は
、
か
か
る
絃
刺
が
実
益
を
発
揮
す
る
の
は
、
第
三
者
が
遺

産
を
侵
害
せ
ん
と
す
る
時
に
、
偶
然
来
合
わ
せ
た
よ
う
な
荷
な
場
合
に
制
限
ら
れ
る
と
と
と
な
る
@
大
し
た
実
益
で
は
あ
る
ま
い
。

ω 
取
得
時
効
。
占
有
権
②
相
続
を
認
め
る
最
大
の
実
益
で
あ
ろ
う

ax“τ
占
有
権
の
同
州
統
を
承
認
乃
至
は
そ
れ
を
前
提
と
す
る

判
例
の
大
多
数
が
取
得
時
効
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
、

と
の
と
と
を
裏
付
け
る

G
Y
歴
史
的
或
は
比
較
法
的
に
見
て
も
、

の
点
に
関
し
て
は
相
続
人
は
厚
遇
さ
れ
て
い
る
。
占
有
の
相
続
を
認
め
な
か
っ
た
ロ
マ
法
に
あ
っ
て
も
岳

γ
叉
、
そ
れ
を
受
け
た
ド 」

イ
ツ
民
法
第
-
草
案
ハ
八
八
ニ
条
二
項
)
に
あ
っ
て
も
、
共
に
彼
相
続
人
に
つ
い

τ開
始
さ
れ
た
時
効
は
中
断
す
る
と
ど
な
く
相
続

，ゆ9

人
の
も
と
で
完
成
す
る
も
の
と
し
て
い
る
υ

現
行
F
fツ
民
法
院
、
更
に
徹
底
し
て
、
表
見
相
続
人
が
占
有
を
取
得
し
た
と
き
で
も
、



~目。

表
見
相
続
人
に
つ
し
て
経
直
し
た
占
有
朋
聞
を
桐
綿
人
が
算
入
曳
来
る
も
の
と
し
て
い
る
ハ
九
四
同
条
)
。
わ
が
民
法
の
腎
釈
と
し
て

も
、
第
三
者
の
占
有
が
介
在
し
た
続
合
は
別
と
し
て
、
制
側
続
開
始
と
同
時
に
、
遺
産
の
現
実
的
管
割
程
を
始
め
な
か
っ
た
ば
か
り
に
、
そ

れ
ま
で
彼
相
続
人
に
つ
い
て
進
帯
し
て
き
た
時
効
胸
閣
を
御
破
算
位
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
単
に
相
続
人
の
利
益
の
擁
護
と
い
う
こ
と

だ
け
で
な
く
、
取
得
時
効
制
度
の
本
来
の
目
的
b
、
所
有
権
取
得
の
立
証
の
直
推
さ
を
怪
滅
す
る
こ
と
に
よ
り
、
物
権
取
引
の
安
全
を

保
護
す
る
と
い
う
と
と
に
あ
る

G
)
こ
と
か
ら
考
え
て
も
不
合
理
で
あ
る
。

善
意
占
有
者
@
巣
実
取
得
権
。
被
相
続
人
が
果
実
収
取
権
を
包
含
す
る
本
備
を
有
し
な
い
一
広
物
を
占
有
し

τい
た
よ
う
な
切

" 
付
件

舎
に
問
題
と
な
る
。
被
相
続
人
が
、
属
医
収
取
し
て
い
た
果
実
に
つ
い
て
は

そ
の
凶
宋
実
の
冴
有
機
を
相
続
す
る
が
相
続
開
始
後
に

誌

今
し
た
果
実
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
線
利
が
存
在
す
る
こ
と
は
一
つ
の
実
識
と
考
え
ら
れ
る
。

雑

し
か
し
、
天
然
果
実
の
知
く
元
物
の
利
用
に
よ
っ
て
取
得
し
う
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
遺
産
の
育
理
を
初
め
て
か
ら
(
固
有

の
占
有
を
取
得
す
る
)

ζ

の
権
利
益
味
を
持
っ
て
〈
る
の
が
書
で
あ
ろ
う
@
叉
、
契
約
関
係
(
齢
被
賃
)
事
介
と
し
て
取
得

ヘ
電
貸
借
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
の
目

す
る
金
銭
そ
の
他
の
物
に
対
す
る
請
求
権
で
あ
る
法
定
果
実
に
つ
い
て
も
、
契
約
関
係
が
桐
緋
き
れ
る
戸
刷
物
は
他
人
の
物
で
は
あ
A
V

力、

殺
諸
鶏
明
錦
絵
哨
で
)
〔
き
と
と
か
ら
、
そ
の
基
礎
の
上
忙
成
立
す
る
閣
参
占
有
が
相
続
さ
れ
る
と
と
と
な
り
命
認
砧
)
、
と

れ
に
基
づ
い
て
果
実
取
得
権
を
有
す
る
と
と
と
な
る
。
敢
に
、
乙
こ
で
も
、
大
し
た
実
益
を
発
揮
す
る
と
と
に
は
な
ら
な
い
。

学法戸神

同

本
権
の
推
定
的
効
ヵ
。
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
盆
記
に
推
定
力
が
あ
り
、
占
告
の
推
定
カ
は
排
斥
き
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
動
産
に
つ
い
て
だ
け
、

と
の
効
力
が
問
題
と
な
る
。
と
と
る
で
、
推
定
は
挙
証
責
任
に
閣
す
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
国
有
の
占
有

を
開
始
す
る
前
の
相
続
人
に
つ
い
て
、
と
の
推
定
的
効
力
が
実
益
を
発
揮
す
る
k
す
れ
ば
、
相
続
財
産
の
取
戻
の
訴
に
於
い
て
で
あ
る

カミ、
と
の

訴
に

あ
っ
て

"' 
相
続
回
復
請
求
権
の

喜
上

遺
産
上
の

本
権
の
存
在
eま
争
の

対
象
と
な
ら
な
し、

の
で

あ
る
カ邑

ら

そ
も

も
そ
も
、
本
権
の
推
定
と
い
う
と
と
は
、
相
続
人
に
L

と
っ
て
不
必
要
な
の
で
あ
る
お
)
。

た
だ
、
相
手
方
が
、
本
権
の
存
在
を
主
張
し



'頃
争
の
焦
点
が
相
続
権
で
な
く
、
本
権
の
存
在
と
な
っ
た
割
合
は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の
場
合
も
、
占
有
権
の
相
続
を
承
認
し
な
く

と
も
、
被
相
続
人
に
占
有
が
あ
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
れ
ば
(
吋
崎
靖
国
岬
鳩
町
一
山
崎
酎
刊
誌
一
弘
、
も
、
)
、
被
相
続
人
に
本
権
が
あ
っ
た

ζ
と
が
推
定
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
相
続
人
区
本
権
が
存
在
す
る
と
と
が
推
定
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。

(制

工
作
物
動
物
占
有
者
@
不
法
行
為
長
任
。
現
実
に
管
理
を
始
め
る
迄
に
、
被
相
続
人
の
占
有
し
て
い
た
工
作
物

動
物
か
ら

第
三
者
が
損
害
を
蒙
む
っ
た
場
合
に
、
相
続
人
に
責
任
を
帰
属
せ
し
め
る
為
に
は
占
有
権
の
相
続
を
認
め
る
必
姿
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
民

相続と占有精の承継(高木多容易〉

法
第
二
草
案
が
、
占
有
権
の
相
続
を
一
般
的
に
認
め
る
ζ
と
に
踏
切
っ
た
重
要
な
根
処
は
、
第
一
草
案
が
、
占
有
訴
権
の
如
き
悔
利

利
益
に
つ
い
て
の
み
相
続
を
認
め

一
般
的
に
占
有
権
の
相
続
を
否
認
し
た
為
に
、
占
有
権
に
伴
な
う
責
任
に
つ
い
て
は
固
有
の
占

有
を
開
始
す
る
ま
で
負
わ
な
く
と
も
よ
い
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
不
諾
に
あ
っ
た

G
v。
故
に
、
占
有
櫛
相
続
の
重
妥
な
る
効
果
と
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
e

問
題
除
、

こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
管
理
を
始
め
て
い
な
い
相
続
人
に
ト
責
任
を
課
す
る
と
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
己
工
作

物
動
物
の
占
有
者
が
蕊
い
責
任
を
課
さ
れ
て
い
る
理
由
が
危
険
な
物
を
管
理
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
考
え

第
二
次
的
に
所
有
者
が

し
か
も
無
過
失
責
任
を
負
っ
て
い
る
の

C
あ
る
か

工
作
物
に
つ
い
て
は
、

ら
、
被
害
者
の
保
護
と
い
う
鑓
点
か
ら
は
、
常
に
相
続
人
に
責
任
が
あ
る
と
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
‘
遺
産
の
な
か
の
危
険
な
物

る
と
疑
剤
が
生
ず
る
。

殊
に

に
つ
い
て
は
、
相
続
人
は
速
か
に
、
適
切
な
る
管
理
を
始
ぁ
‘
危
険
を
現
実
化
す
る
日
』
bc
の
な
い
よ
う
に
す
〈
き
立
切
に
あ
る
と
見

る
べ
き
で
あ
る
う
し
、
又
、
被
相
続
人
が
危
険
物
を
管
理
し
て
い
た
と
と
に
よ
り
、

一
般
社
会
に
対
し
て
負
っ
て
い
た
宣
伝
は
相
続

人
に
於
い
て
こ
れ
を
京
継
す
Z
と
解
す
墨
と
と
が
社
会
通
念
に
合
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
う
c

以
上
、
占
有
権
の
内
界
た
る
諸
効
果
の
主
た
る
も
の
に
つ
い
て
現
実
的
な
遺
産
の
管
理
を
始
め
て
い
な
い
楠
続
人
に
占
有
権
を
帰

，0> 

思
せ
し
め
る
べ

き
か
シ

い
う

観

点
カ‘
ら
そ
の

実
益
を
考
察
し
て
き
〕た

そ
の

簡
は
比
較
的
阪
ら
れ
て
し、

る

" 、
特
に

取
得

票
及



割引2

び
、
工
作
物
刊
刷
物
占
有
者
の
責
俸
の
二
点
に
お
L
て
元
ら
れ
る
d

こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
占
合
権
の
相
続
を
否
必
す
る
こ
と

は
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
ε

所
持
な
き
花
続
人
も
占
有
権
を
相
続
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
乙
れ
り
の
点
で
実
益
を
発
揮
す

る
こ
と
と
な
る
。

更
に
、
弘
は
、
次
の
点
に
、
む
し
る
実
質
的
な
実
益
を
求
め
た
い
。
今
ま
で
、
所
持
な
き
相
続
人
に
占
有
権
の
内
容
た
る
効
果
を
帰

属
せ
し
め
る
べ
き
か
止
し
う
形
で
問
題
を
最
上
げ
て
き
た
が
、
所
持
な
き
相
続
人
と
は
む
し
ろ
例
外
的
な
の
で
さ
の
る
。

ニ
に
決
し
て
述

ベ
た
如
く
、
相
続
人
に
常
に
所
持
が
あ
る
と
す
る
と
と
は
誤
り
で
あ
る
が
、
他
云
例
、
現
実
的
な
遺
蛍
の
管
理
を
始
め
る
ま
で
は
、
所
持

~ 

な
し
と
す
る
こ
と
も
誤
り
で
あ
ろ
う
。
所
持
は
、
物
理
的
支
配
を
要
し
な
い
観
念
化
さ
れ
た
関
係
な
の
で
あ
る
。
遺
産
上
に
つ
い
て
は
、

結

第
三
者
は
相
続
人
の
権
利
を
尊
重
し
て
そ
れ
を
侵
害
し
な
い
左
い
う
こ
左
の
反
射
L

と
し
て
、
相
続
人
は
事
実
的
支
配
を
有
す
る
と
す
る

雑

見
解
も
、
占
有
関
係
で
相
続
人
と
彼
相
続
人
を
一
体
制
慢
す
べ
き
と
す
る
考
え
も
、
特
に
、
高
度
に
趨
念
化
さ
れ
た
所
持
の
成
立
を
認
め

学

る
と
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
は
、
傾
聴
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
e

更
に
は
、
相
続
人
が
自
己
固
有
の

法戸

E 
喜
を
し
て

い
る
と
解
し
得
ぬ
筋
合
で

も、
間
接
占
有
を
有
す
る
と
解
す
ペ
ぎ
場
合
も
多
治当

ろ
う。
例
え

" 
共
同
相
続
人
の

神

人
が
直
接
占
有
を
有
す
れ
ば

そ
れ
を
介
し
て
他
の
相
続
人
に
間
接
占
有
が
成
立
す
る
と
解
し
う
る
し

2
1
相
続
人
で
な
く
と
も
、
相

続
人
の
為
に
遺
産
を
管
理
す
る
者
が
存
在
す
れ
ば
、

事
務
管
理
の
関
係
が
成
立
し

相
続
人
に
間
援
占
有
が
成
立
す
る
と
と
と
な
る

a 
a 

遺
産
が
誰
の
手
に
よ
っ
て
も
管
煙
き
れ
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
と
し
う
頃
合
は
、
む
し
ろ
例
外
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

し
か
し

う
に
考
え
る
と
所
持
な
き
相
続
人
に
占
有
権
の
相
続
を
認
め
る
と
し
う
理
論
は
、
訴
録
法
的
側
簡
か
ら
見
れ
ば
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

は
、
真
実
存
在
す
ze
と
ζ

る
の
〕
所
持
の
立
誕
を
妻
せ
ず
占
有
権
の
主
張
を
な
L
う
る
と
い
う
こ
と
帰
す
る
わ
け
で
あ
る
。

〈
犬
多
数
の
場
合

と
の
理
論

は
、
実
体
法
的
側
商
か
ら
の
み
見
れ
ば
、
抽
象
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
実
際
問
題
の
解
決
と
し
て
は
、
そ
れ
渥
大
き
な
実
益
を
持
つ

も
の

C
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
所
持
の
存
在
を
関
わ
な
い
と
い
う
と
と
は
、
殊
に
、
尻
実
的
な
遺
産
の
管
理
を
開
始
す
る
ま
で
の
高



公有

，、4

句、

ず川町

〈

度
に
視
念
化
さ
れ
た
所
持
を
立
証
す
る
こ
と
が
、
事
実
上
、
非
常
に
図
雑
で
あ
る
ζ

と
を
#
え
れ
ば
、
相
続
人
(
或
は
被
害
者
)
に
と

相続と占有権の矛結く高木多喜男〉

つ
て
は
、
挙
註
責
任
の
丙
か
ら
の
穴
き
な
実
益
で
あ
る
c

し
か
し
、

ζ

の
ー
を
認
め
る
こ
左
は
、
実
体
法
的
に
は
、
や
は
り
、
所
持
な
き
相
続
人
に
も
占
有
権
を
相
続
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
(
常
に
訴
持
が
あ
る
可
換
言
す
れ
ば
、
占
有
左
切
り
離
な
さ
れ
て
白
有
権
を
相
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
g

ζ

の
占
有
理
鎗
の

〆
わ
け
で
な
い
か
ら
、

修
正
は
、
明
文
の
規
定
な
き
わ
が
民
法
上
に
於
い
て
は
、
結
局
そ
の
根
犯
を
、
上
述
の
実
体
法
的
或
は
訴
訟
法
的
実
益
(
相
続
人
の
地

位
の
特
殊
性
〉
と
占
有
望
論
の
脳
陣
力
性
に
求
め
る
よ
り
他
あ
る
ま
い
。
兄
来
、
占
有
権
の
翁
闘
は
、
占
有
と
い
う
事
実
が
社
会
観
念
上

の
存
在
で
あ
る
と
い
う
名
の
下
に
、
そ
れ
に
よ
る
保
護
(
或
は
、
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
責
任
〉
を
帰
属
す
ぺ
念
や
杏
や
と
L
う
利

指益

聖書
総よ
対つ
的て
に決
否定
十E き
すれ
るる
もの
の T
であ
はり
あ
るこ
まの
u、よ
e う

ドな
イ占
"有

理
フ論
ラの
y も
スつ

Z〉重

E i 
暴君
は、

J4 
のの
可承
能縫

主主
示わ
唆な
すい
る占
G 有

そ権
れの

に
、
民
法
が
、
占
有
改
定
指
図
に
よ
る
占
有
移
転
を
認
め
て
い
る
と
と
と
対
比
す
れ
ば
、
決
し
て
異
常
で
は
な
し
で
あ
ろ
う
一
も
っ

と
も
こ
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
聞
に
占
有
代
理
関
係
カ
成
立
し
、
相
手
方
に
は
代
男
占
有
が
存
す
る
と
と
に
な
る
か
ら
、
占
有
権

移
転
の
基
礎
に
占
有
@
承
健
か
理
論
の
上
で
は
存
す
る
。
し
か
し
、
意
思
表
示
だ
け
で
な
さ
れ
、
草
寺
外
界
的
変
動
を
伴
わ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
占
有
の
承
継
が
存
す
る
と
い
っ
て
も
、
理
論
の
上
で
の
辻
篠
と
い
っ
て
も
週
r
一
吉
田
で
は
あ
る
ま
い
。
占
有
権
の
相
続
も
、
外

形
的
に
は
、
殆
ん
ど
変
る
と
こ
ろ
は
一
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
所
持
の
移
転
を
関
わ
ず
し
て
、
肯
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
a
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縄
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川
島
、
民
法
同

一
五
一
頁
一
安
照
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高Z
時と
にで

空i
喜霊
にと

豊は
にゲ
胤ル
T マ
るン
権法
利に
義於
務け
がる
相ょ
鋭う
人 K
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家相
継続
さ人
れの
る意
Jヒ思
いを

純わ
金な
たい
ると

語2
E f 
で会
あま
るれ
。て
しし

しい

定量
祉続
会人
での
ほ死

財
産
は
私
的
な
個
人
財
産
で
あ
る
と
と
ろ
か
ら
、
相
続
の
放
表
示
商
品
り
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
相
続
@
一
感
紹
あ
る
ま
で
は
、
当
然
一
様
継
も
一
応
の
も
の
と

さ
れ
て
い
る
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E
E
Z
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却す
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F
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M
m
g

切
口

八9
v
ブ
ラ
シ
ス
に
於
lν
て
ほ
、
初
持
続
人
白
死
亡
と
同
時
記
、
相
続
人
〈
嫡
出
相
続
人
私
生
相
続
人
》
が
、
遺
産
ょ
の
纏
利
を
取
得
L
、
占
有
し
う

る
己
之
を
、
遺
産
を

SL雷
同
す
る
と
義
現
し
て
お
り
《
七
二
四
条
一
項
)
古
き
法
援
の
名
残
り
が
言
葉
@
ょ
に
も
表
わ
れ
て
い
る
a

〈
凶
問
〉
原
図
、
「
占
有
は
梅
利
か
事
実
か
」
箆
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
薪
収
、
岡
八
七
頁
円
以
宇
@

(uv
原
図
、
ロ
ー
マ
法

as 剥院

頁
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学

《
ロ
》
グ
ヴ
孟
レ
か
ら
受
け
っ
し
だ
占
有
@
緬
利
慨
は
、
そ
の
承
継
悦
ハ
移
転
位
〉
L

乙
相
続
性
K
明
確
に
表
現
さ
れ
て
1ν
る
L

と
さ
れ
て
い
る
@

法

c
s
n
会
主
宥

L
n
c
s
m
戸
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戸

(
m
v
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参
照

神

(
M
V

富
井
政
章
、
民
法
原
愉
、
二
巻
山
ハ
山
八
六
頁
以
下
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2
v
末
川
、
前
畑
習
香
、
二
一
一
一
一
六
頁
@

〈m
m
〉
一
組
問
、

「
相
続
人
の
占
肴
紘
」
特
に
一
四
六
賀
川
以
下
。

ハU
V
柚
木
、
前
縄
舎
三
百
七
貢
u

「
内
省
慢
の
相
続
」
家
族
法
大
系
虹
相
続
仰
、

-
0
0頁
以
ド
@

(
悶
〉
鈴
木
緑
弥
、

〈
ぽ
)
艮
等
法
併
典
、
下
巻
「
占
有
棋
の
承
継
」

〈
沼
〉
干
」
の
ぷ
場
に
立
つ
学
龍
と
し
て
は
定
先
陣
士
凶
米
川
悼
士
川
明
、
刷
木
博
士
師
、
川
巾
整
噺
教
回
復
情
。
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見
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が
現
在
支
配
し
て
し
る
・
嫡
出
欄
続
人
及
び
私
生
栂
続
人
は
遺
産
を

5
5
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す
る
と
定
め
て
い
る

が
〔
七
二
四
条
一
環
)
、
か
つ
て
は
、
本
条
の
窓
宣
言
〔
フ
ラ
ン
ス
古
法
上
の
占
有
、
古
代
ド
イ
ツ
法
上
の

C
砲
事
足
。
に
あ
た
る
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を
綾
拠
と
し

て
、
旬
。

5
E
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占
有
)
@
相
続
が
お
あ
と
き
れ
た
が
、
今
回
で
は
、

E
告
"
と
安

E
R
B
Sを
混
同
す
ぺ
を
で
な
い
と
さ
れ
、
相
続
さ
れ
る
の

は
、
占
有
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
効
果
(
た
と
え
ば
占
有
訴
権
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だ
と
さ
れ
て
い
る
・
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E
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m
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七
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《
泊
〉
鈴
木
前
掲
論
女
、
九
六
頁
目
以
干
p
・

(Mmv
石
周
博
士
は
相
続
殉
拾
溺
楢
続
人
が
胃
持
を
な
す
ま
で
、
相
続
財
産
を
録
占
有
の
状
障
に
晒
す
と
と
を
防
止
し
、
墾
一
一
者
φ
侵
害
を
防
止
す
る
為

に
占
肴
摘
の
相
続
を
必
要
と
さ
れ
る
目
前
掲
論
文
、
一
周
八
頁
ロ
叉
無
占
有
の
状
態
に
あ
る
こ
と
は
暴
力
の
前
に
さ
ら
す
と
と
に
な
り
対
物
的
秩
聞
け
を

磁
趨
す
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こ
と
犯
な
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す
る
理
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げ
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さ
れ
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。
そ
れ
に
、
本
編
様
序
も
対
物
的
秩
序
で
あ
る
@
問
題
は
占

有
が
侵
書
さ
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来
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す
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取
得
し
た
者
は
有
量
屋
の
占
有
権
を
承
継
す
る
か
」

( 

" v 

《
お
》
多
照
g

(
明

μ
》

(
倒
的
》
参
照
@

員
》
川
島
、
民
法
同
一
四
九
頁
。
山
中
康
雄
、

a
v
d
g
L
E予
言
意
見
、
岡
田

C

m
色
。
凶
S
Y自
問
司
、
回
目
臥

B
V
E
a
】】回忌加

EGE-nVEmpη
宮
戸
富
島

m
H
m寸

「
将
線
面
復
請
求
権
」
家
旋
語
大
系
wm
所
収
、
一
一
七
貢
。

間

〈

m
v
国
富
書
官
F
ロ
信
網

E“
自
国
号
詰
宮
署
E
E
n
g詰
g
a
E
z
n
k自の
g昔
宮
島
即
占
吾
首
量
得

ω
N
E



間

〈
乱
)
現
符
ド
イ
ツ
豆
罰
法
に
つ
い
て
は
、
白
書
ー
の
s
n
F
F
Z
E
E
-
@
a
p
ω
ω
弓

〈
認
〉
山
巾

「
伺
銃
回
復
請
求
権
」
二
九
貨

《
お
)
関
占
唱
T
n
e
a
r
S
5
0
3
ω
ω
a
N

《

u
v
m
g昌
弘
吉
宮
円
一
例
。
月
号
回
福
岡
窓
時
E
R
M
切
C
M
W

切
乱
〈
明
叫
ん
P
忌
ι

印

4
母
H

-
相
続
圃
復
請
求
権
』
一
一
八
員
、
川
島
、
民
法
己
一
五
二
頁
、
中
川
箱
二
六
百
わ
以
下
@

〈
問
調
)
川
島
所
看
信
法
の
理
論
、
一
五
♀
員
以
下
参
照
。

ヘ
幻
)
川
島
、
所
有
憎
漁
の
洩
治
、
一
五

Q
員
以
F
、

品
》
た
と
え
ほ
山
中
、

一
一
白
肩
釜
山
則
。

• 
〈
謁
》
鈴
木
、
前
掲
品
交
九
八
頁
以
ド
。

誌

(
羽
》
楠
木
、
判
例
相
締
法
論
、
七
九
貢
参
問
。

(
仰
〉
か
か
る
見
解
も
強
〈
主
張
さ
れ
て
い
る
。
柚
木
判
例
繍
縫
法
省
、
七
八
頁
多
照
。

ハM
U
V

山
中
、
「
相
続
回
復
錆
求
権
」
一
一
八
買
以
守
参
照
。
川
島
、
民
法
国
一
回
九
買
以
下
ム
奮
闘
@

(
必
)
我
妻
、
前
綱
審
三
四
-
頁
、
土
木
川
、
前
掲
書
二
七
七
頁
円
以
下
、
柏
木
、
判
例
物
権
法
縫
論
コ
ニ
占
ハ
凶
頁
。

雑法学戸

(
必
)
鈴
木
、
前
掲
論
文
九
六
頁
g

ネキ

(

伺

)

(
伴
〕
大
判
大
正
四
六
二
三
、
民
録
二
嶋
一

0
0五
頁
、
大
判
大
正
昭
一
二
二
八
民
録
ニ
一
幡
二
二
八
九
五
貝
、
大
判
昭
和
六
八
七
、
民

一注
(

2

V

参
照
。

集一

O
巻
七
六
守
一
貫
回
大
阪
両
足
昭
一
一
岡
二
一
六
、
宵
設
局
集
二
巻
一
号
一
頁
o

J
M
3
原
因
、
ロ
マ
述
懐
、
-
一
一
賞
。

(
必
)
川
島
、
民
法
工
-
八
八
員
。

〈
必
)
夜
妻
、
債
権
各
槍
中
川
、
ニ
九
四
貢
以
下
。

《

W
一v
山
中
、

「
相
続
圃
復
静
六
権
ご
一
九
頁
a



• ヘ

凡、

産

《
幻
〉
玄

a含
沼
田
包
。
白
台
間
部
E
豆一口調
2
2
m
C
E
ぐ

E
Z
昌
宏

ω
M
a
苗
s
r
g尼崎
〕

ハ
組
制
)
鈴
木
前
掲
論
火
、

員

(ω)
事
窃
管
理
者
b
z

介
し
て
間
接
占
有
の
成
立
す
る
と
と
に
つ
い
て
は
、
老
E
欧
同
区
一
語
タ
回
伊
。

ω
E

ハ
酌
)
フ
ラ
γ
ヌ
に
つ
い
て
は
正
(

2

V

@

あ

.ミ
き

と

不備携と占有権の承継(高木多害男)

以
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警

相
続
人
は
所
持
な
く
し
て
占
有
権
を
相
続
す
Z
と
の
判
例
及
び
多
〈
の
学
説
の
採
る
見
解
に
到
達
し
た
・

」

れ

が
、
最
も
禁
確
な
解
釈
で
あ
ろ
う
e

し
か
し
、
と
の
考
え
方
の
最
大
の
弱
点
は
、
市
す
ま
で
も
な
く
一
般
的
占
有
理
論
と
調
和
し
な
い

こ
と
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し
か
忍
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来
、
と
の
点
に
焦
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を
定
め
、

一
般
的
占
有
理
論
と
の
調
達
を
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明
す
る
努
力
は
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
忍
に
と
っ
て
大
き
な
不
諸
で
あ
り
、
本
続
を
草
し
た
直
緩
的
動
機
で
あ
っ
た
。
と
は
い
う

も
の
の
そ
の
突
は
、
占
有
理
論
の
「
迷
宮
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に
踏
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こ
ん
だ
ま
ま
の
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な
姿
を
、
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い
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、
崎
し
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に
過
ぎ
な
い
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か
も
し
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な
い
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で
あ
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