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緒
論

　

相
続
人
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
相
続
開
始
か
ら
相
続
財
産
の
帰
属
先
が
確
定
的
に
定
ま
る
ま
で
の
間
に
、﹁
誰
が
何
を
取
得
す
る
か
﹂

の
前
提
と
し
て
、﹁
誰
が
ど
の
程
度
の
相
続
分
を
有
す
る
か
﹂
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
共
同
相
続
人
の
う
ち
、
特
定
の
者
が
被
相
続
人
か
ら

の
出
捐
に
よ
り
恩
恵
を
受
け
、
ま
た
は
そ
の
反
対
に
被
相
続
人
の
た
め
に
し
た
活
動
が
被
相
続
人
の
財
産
の
増
加
や
維
持
に
影
響
す
る
場
合

で
も
、
な
お
均
分
相
続
を
徹
底
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
共
同
相
続
人
が
不
利
益
を
被
り
、
あ
る
い
は
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
画
一
的
に
法
定
相
続
分
を
割
当
て
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
相
続
人
間
の
実
質
的
公
平
を
損
な
い
か
ね
な

　
（
一
〇
八
七
）
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い
。
そ
の
た
め
に
、
法
定
相
続
分
を
修
正
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
。

　

日
本
法
で
は
、
法
定
相
続
分
を
修
正
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
、﹁
被
相
続
人
の
事
業
に
関
す
る
労
務
の
提
供
又
は
財
産
上
の
給
付
、
被

相
続
人
の
療
養
看
護
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
又
は
増
加
に
つ
い
て
特
別
の
寄
与
﹂
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
特
別
受

益
制
度
と
正
反
対
に
作
用
す
る（

1
）寄

与
分
制
度
を
設
け
て
い
る
。
特
別
受
益
制
度
が
現
行
民
法
施
行
当
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
、
寄

与
分
制
度
は
昭
和
五
五
年
の
﹁
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
﹂（
五
月
一
七
日
法
律
五
一
号
）
に
よ
り
配
偶
者
相
続
分
改
定
等
と
共
に
新

設
さ
れ
、
昭
和
五
六
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。

　

寄
与
分
規
定
制
定
前
の
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
遺
産
分
割
事
件
処
理
の
実
務
で
は
、
早
く
か
ら
寄
与
評
価
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寄
与
を
理
由
と
し
て
相
続
分
を
修
正
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
取
扱
い
が
為
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
寄
与
者
の
貢
献
を

相
続
上
評
価
し
よ
う
と
の
審
判
・
決
定
例
は
昭
和
四
〇
年
代
中
頃
か
ら
次
第
に
数
を
増
し
、
昭
和
五
〇
年
頃
に
は
そ
の
傾
向
が
定
着
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る（

2
）。

も
っ
と
も
、
寄
与
評
価
の
た
め
の
理
論
構
成
は
、
必
ず
し
も
統
一
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
審
判
・
決
定
例

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
様
々
な
構
成
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
法
九
〇
六
条
の
﹁
一
切
の
事
情
を
考
慮
す
る
﹂
に
よ
り
、
ま
た
は
特
別

受
益
規
定
を
裏
返
し
て
準
用
な
い
し
類
推
適
用
す
る
相
続
分
変
更
説
、
寄
与
部
分
に
つ
き
相
続
人
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
認
め
る
と
い

う
不
当
利
得
説
（
債
権
的
構
成
説
）、
遺
産
を
寄
与
者
と
被
相
続
人
と
の
共
有
と
み
て
寄
与
部
分
を
遺
産
範
囲
か
ら
除
外
す
る
共
有
説
（
物

権
的
構
成
説
）、
あ
る
い
は
、
相
続
人
と
寄
与
相
続
人
の
間
に
実
質
的
な
雇
用
関
係
を
認
め
、
遅
延
給
料
の
支
払
い
と
し
て
清
算
す
る
報
酬

説
等
で
あ
る（

3
）。

も
と
も
と
被
相
続
人
と
相
続
人
の
間
に
は
明
確
な
権
利
関
係
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
一
般
の
債
権
や
物

権
に
よ
る
請
求
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
相
続
上
何
ら
か
の
形
式
で
寄
与
を
評
価
し
よ
う
と
の
流
れ
が
定
着
し
て
い
た
と
は
い
え
、
こ
の
よ

う
に
寄
与
分
の
理
論
的
根
拠
や
要
件
等
に
種
々
の
議
論
が
あ
っ
た
た
め
、
立
法
に
よ
る
明
確
な
規
定
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
経
緯
を
辿
り
立
法
化
さ
れ
た
公
平
実
現
の
手
段
と
し
て
の
寄
与
分
は
、
立
法
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
構
成
、

　
（
一
〇
八
八
）
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実
体
的
要
件
、
手
続
き
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
は
明
確
に
な
っ
た
も
の
の（

4
）、

そ
の
問
題
点
を
整
然
と
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
既
に
立
法
直
後
か
ら
寄
与
分
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
微
妙
な
特
質
を
持
つ
と
評
さ
れ（

5
）、

通
常
は
立
法
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
は
ず
の
見

解
の
対
立
が
立
法
に
よ
り
か
え
っ
て
多
く
生
み
出
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る（

6
）。 

今
日
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
寄
与
分
に
関

す
る
問
題
が
、
そ
の
性
質
論
を
始
め
と
し
て
、
例
え
ば
寄
与
分
の
主
体
や
行
為
態
様
、
算
定
基
準
、
相
続
法
上
の
そ
の
他
の
制
度
と
の
関
係

（
遺
贈
や
遺
留
分
等
が
挙
げ
ら
れ
る
）
等
々
と
い
っ
た
個
別
の
論
点
に
至
る
ま
で
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
寄
与

分
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
論
稿
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
と
り
わ
け
個
別
的
な
論
点
を
説
く
も
の
の
な
か
に
は
、
理
論
的
な
不
都
合
性
を
認

識
し
な
が
ら
も
、﹁
寄
与
分
制
度
の
趣
旨
に
沿
う
﹂、
つ
ま
り
、﹁
実
質
的
公
平
に
適
う
﹂
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
の
傾
向
が
少

な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。

　

他
方
、
諸
外
国
に
目
を
向
け
る
と
、
他
国
に
お
い
て
も
被
相
続
人
へ
の
寄
与
を
何
ら
か
の
形
式
で
評
価
す
る
た
め
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
般
的
に
寄
与
を
認
め
る
規
定
で
は
な
く
、
農
業
経
営
資
産
の
遺
産
承
継
の
際
、
農
業
経
営
へ
の
卑
属

及
び
配
偶
者
の
協
力
を
契
約
の
擬
制
を
用
い
て
相
続
債
権
的
に
扱
う
延
払
賃
金
契
約
制
度
が
存
在
し（

7
）、

ス
イ
ス
で
は
世
帯
を
共
に
す
る
成
年

の
子
ま
た
は
孫
が
、
両
親
ま
た
は
祖
父
母
へ
の
労
力
等
の
提
供
に
対
す
る
補
償
を
請
求
で
き
る
と
す
る
一
般
的
な
寄
与
分
制
度
が
存
在
し
て

お
り
、
一
定
の
場
合
に
は
被
相
続
人
の
生
前
に
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る（

8
）。

同
様
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
被
相
続
人

へ
の
直
系
卑
属
に
よ
る
寄
与
が
純
粋
に
相
続
法
上
の
み
で
評
価
さ
れ
る
寄
与
分
制
度
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
制
度
に
お
い
て
も
そ
れ

ぞ
れ
に
問
題
点
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

本
稿
は
、
諸
外
国
と
の
制
度
比
較
を
行
う
こ
と
で
日
本
法
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
を
改
め
て
理
解
し
直
す
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
基
点
と
し

た
個
別
的
な
論
点
の
解
決
を
図
り
、
さ
ら
に
今
後
の
寄
与
分
の
在
り
方
を
検
討
す
る
上
で
の
参
考
と
す
る
た
め
、
諸
外
国
の
制
度
の
運
用
及

び
そ
の
理
解
、
そ
こ
で
の
種
々
の
問
題
に
対
す
る
解
釈
な
い
し
処
理
の
仕
方
を
知
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
家
族
法

　
（
一
〇
八
九
）
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及
び
相
続
法
分
野
は
そ
の
国
の
文
化
等
に
強
く
影
響
さ
れ
、
そ
れ
故
に
そ
の
国
独
特
の
特
徴
を
有
す
る
た
め
、
そ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
他
国

の
制
度
と
の
比
較
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
日
本
法
の
み
か
ら
で
は
知
り
え
な
い
寄
与
分
制
度
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
寄
与
分
が
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
公
平
と
は
、
日
本
法
に
お
い
て
そ
も
そ
も
ど
の
よ

う
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
先
に
挙
げ
た
諸
制
度
の
う
ち
、
最
も
日
本
法
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
と
類
似
し
て
い
る

と
い
え
る
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
、
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
典
二
〇
五
七
条
ａ
に
定
め
ら
れ
る
調
整
規
定
を
考
察
の
対
象
と
す

る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
〇
五
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
を
き
っ
か
け
と
し
た
相
続
法
改
正
の
動
き
が
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
二
〇
五

七
条
ａ
も
ま
た
若
干
の
修
正
を
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
現
行
法
上
の
制
度
を
通
し
て
（
二
〇
五
七
条
ａ
修
正
箇

所
に
関
し
て
は
旧
法
下
で
の
運
用
に
お
い
て
）、
ど
の
よ
う
に
被
相
続
人
へ
の
生
前
給
付
の
清
算
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
二
〇
五

七
条
ａ
の
成
立
か
ら
今
回
の
修
正
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
追
う
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
の
特
徴
を
、
ま
た
そ
の
変
遷
及
び

修
正
の
必
要
点
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
日
本
法
に
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
二
〇
五
七
条
ａ
の
個
別
的
な
論
点
を
も
意

識
す
る
こ
と
で
、
寄
与
分
に
関
す
る
種
々
の
論
点
を
考
察
す
る
材
料
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
を
元
に
日
本
法
と
ド
イ
ツ
法
と
で
の

共
通
点
な
い
し
相
違
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
の
理
解
、
個
別
論
点
の
解
決
及
び
寄
与
分
制
度
の
在
り
方

の
考
察
を
試
み
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。

　

本
稿
の
叙
述
は
以
下
の
順
序
に
よ
り
行
な
う
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
二
〇
五
七
条
ａ
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
の
過
程
を
概
観
し
、
立
法

当
初
の
問
題
意
識
に
触
れ
る
（
第
二
章
）。
続
い
て
、
日
本
法
と
の
比
較
の
た
め
の
資
料
と
し
て
現
行
規
定
（
及
び
修
正
前
の
規
定
）
の
内

容
を
個
別
的
な
論
点
を
含
め
て
検
討
し
（
第
三
章
）、
二
〇
〇
九
年
相
続
法
改
正
に
つ
い
て
、
二
〇
五
七
条
ａ
に
関
す
る
政
府
草
案
の
内
容

を
中
心
に
検
討
を
行
う
（
第
四
章
）。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
ド
イ
ツ
法
の
特
徴
及
び
日
本
法
と
の
共
通
点
な
い
し
相
違
点
の
分
析
と
若
干

　
（
一
〇
九
〇
）
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の
考
察
を
加
え
（
第
五
章
第
一
節
）、
今
後
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
（
同
章
第
二
節
）、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
章　

ド
イ
ツ
寄
与
分
規
定
の
生
成

第
一
節　

二
〇
五
七
条
ａ
立
法
経
緯
と
根
本
思
想

（
Ⅰ
）　

非
嫡
出
子
法
成
立

　

寄
与
分
規
定
と
し
て
ド
イ
ツ
民
法
典
二
〇
五
七
条
ａ
（
以
降
は
、
単
に
条
文
の
み
を
示
す
場
合
、
ド
イ
ツ
民
法
典
を
指
す
も
の
と
す
る
。）

が
立
法
さ
れ
た
経
緯
は
少
し
特
殊
で
あ
る
。
当
該
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
非
嫡
出
子
法
が
成
立
し
た
際
に
ド
イ
ツ
民
法
典
に
導
入
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
思
想
を
知
る
た
め
に
、
以
下
で
は
導
入
ま
で
の
経
緯
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

過
去
の
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
非
嫡
出
子
は
母
及
び
母
方
の
血
族
と
の
関
係
で
の
み
嫡
出
子
の
地
位
を
有
す
る
と
し
（
旧
一
七
〇
五
条
）、

そ
の
一
方
で
、
父
及
び
父
方
の
血
族
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
相
互
に
血
族
関
係
を
否
定
し
て
い
た
（
旧
一
五
八
九
条
二
項
）。
こ
の
た
め
、

相
続
の
場
面
で
は
、
非
嫡
出
子
に
父
及
び
父
方
の
血
族
の
遺
産
へ
の
関
与
が
認
め
ら
れ
ず
、
一
定
の
場
合
に
限
り
非
嫡
出
子
の
血
縁
上
の
父

に
対
す
る
扶
養
請
求
権
が
父
の
死
亡
後
そ
の
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
旧
一
七
一
二
条
一
項
）。

　

こ
う
し
た
相
続
関
係
に
も
見
て
取
れ
る
非
嫡
出
子
の
差
別
的
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
立
法
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
民
法
典
制
定

当
初
か
ら
そ
の
法
的
地
位
の
改
善
に
向
け
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い（

9
）た（
10
）。

戦
後
に
お
い
て
も
こ
の
姿
勢
は
変
わ
ら
ず
、
特
に
基
本
法
六
条
五
項

と
の
関
係
で
、
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
改
正
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
法
改
正
の
提
案
数
は
、
概
観
す
る
こ
と
が
困
難
な
程
の
数

に
上
り（

11
）、

そ
う
し
た
努
力
が
民
法
分
野
で
よ
う
や
く
結
実
し
た
の
は
、
基
本
法
制
定
か
ら
二
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
、

一
九
六
九
年
八
月
一
九
日
公
布
、
翌
一
九
七
〇
年
七
月
一
日
施
行
の
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
に
関
す
る
法
律
（G

esetz über rechtliche 

　
（
一
〇
九
一
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

一
六
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

Stellung der nichtehelichen K
inder （

12
））（

以
下
、﹁
非
嫡
出
子
法
﹂
と
い
う
。）
で
あ
る
。
同
法
は
、
非
嫡
出
子
の
身
分
関
係
や
扶
養
の
権

利
義
務
等
を
新
た
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
（
そ
の
結
果
、
相
続
関
係
も
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
）、
こ
れ
に
よ
り
、
旧
一
五
八
九
条

二
項
及
び
一
七
一
二
条
は
削
除
さ
れ
た
。

　

非
嫡
出
子
法
の
原
型
は
、
一
九
六
六
年
五
月
に
詳
細
な
理
由
書
と
共
に
公
表
さ
れ
た
﹁
私
生
子
の
法
的
身
分
に
関
す
る
法
律
の
担
当
官
草

案
（R

eferentenentw
urf eines G

esetzes über die rechtliche Stellung der unehelichen K
inder （

13
））﹂（

以
下
、﹁
非
嫡
出
子
法
担
当

官
草
案
﹂
と
い
う
。）
で
あ
り
、
そ
の
後
、
非
嫡
出
子
法
担
当
官
草
案
に
対
し
て
示
さ
れ
た
諸
々
の
見
解
を
勘
案
し
て
こ
れ
に
部
分
的
な
修

正
を
加
え
た
﹁
私
生
子
の
法
的
身
分
に
関
す
る
法
律
の
政
府
草
案
（R

egierungsentw
urf eines G

esetzes über die rechtliche 

Stellung der unehelichen K
inder （

14
））﹂（

以
下
、﹁
非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
﹂
と
い
う
。）
が
一
九
六
七
年
九
月
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。

　

立
法
の
出
発
点
は
、
や
は
り
基
本
法
六
条
五
項
の
要
請
、
す
な
わ
ち
、﹁
非
嫡
出
子
に
対
し
て
は
、
立
法
に
よ
っ
て
、
肉
体
的
及
び
精
神

的
発
達
、
並
び
に
社
会
に
お
け
る
そ
の
地
位
に
つ
い
て
、
嫡
出
子
と
同
様
の
条
件
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

15
）﹂

と
の
要
請
に
置
か
れ

て
い
た
。
従
前
の
見
解
で
は
、
基
本
法
の
文
言
上
、
非
嫡
出
子
は
嫡
出
子
と
﹁
同
様
な
条
件
（gleichen B

edingung

）﹂
が
与
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
法
律
上
の
﹁
同
様
な
地
位
（G

leichstellung

）﹂
ま
で
を
も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

本
規
定
の
解
釈
を
行
な
っ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
九
六
九
年
一
月
二
九
日
判
決（

16
）に

お
い
て
も
、
一
般
的
な
平
等
原
則
を
特
別
に
具
現
化
と

し
た
基
本
権
が
問
題
と
な
る
と
し
た
上
で
、
先
例（

17
）を

引
用
し
つ
つ
﹁
非
嫡
出
子
の
た
め
に
嫡
出
子
に
見
ら
れ
る
の
と
＂
同
様
な
条
件
＂
を
与

え
る
べ
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
、＂
家
族
法
に
お
い
て
＂、＂
非
嫡
出
子
の
法
的
状
況
は
、
そ
の
肉
体
的
及
び
精
神
的
発
達
、
並
び
に
社
会
に
お

け
る
そ
の
地
位
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
限
り
、
嫡
出
子
の
法
的
状
況
と
可
能
な
限
り
対
等
に
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
＂﹂
と
し
て
い

た
。

　

非
嫡
出
子
法
担
当
官
草
案
・
政
府
草
案
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
意
識
に
加
え
、
非
嫡
出
子
の
劣
位
は
第
一
に
事
実
上
の
も
の
（
劣
悪

　
（
一
〇
九
二
）
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な
発
育
環
境
）
に
よ
る
の
で
あ
り
、
同
様
な
法
的
地
位
を
付
与
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
非
嫡
出
子
に
対
す
る
効
果
的
な
保
護
や
援
助
（
官
庁

に
よ
る
後
見
、
母
の
監
護
権
の
優
位
、
扶
養
に
お
け
る
父
の
給
付
能
力
欠
如
の
抗
弁
の
否
定
）
を
失
わ
せ
る
結
果
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
非
嫡
出
子
法
は
、
一
方
で
は
非
嫡
出
子
と
嫡
出
子
と
で
異
な
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
避
け
つ
つ
も
、
な
お

そ
の
法
的
地
位
は
部
分
的
に
嫡
出
子
と
は
一
線
を
画
す
る
内
容
と
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、非
嫡
出
子
法
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、

立
法
者
は
民
法
分
野
に
お
い
て
基
本
法
六
条
五
項
に
基
づ
く
委
任
を
果
た
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る（

18
）。

　

と
こ
ろ
で
、
非
嫡
出
子
法
を
成
立
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
特
に
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
非
嫡
出
子
に
父
及
び
父
方
の
血
族
の
遺

産
へ
の
関
与
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
ま
た
ど
の
程
度
認
め
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
述
べ
た
相
続
に
お
け
る
法
的
状

況
が
基
本
法
六
条
五
項
に
も
当
時
の
社
会
通
念
に
も
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
非
嫡
出
子
の
遺
産
関
与

を
認
め
る
こ
と
は
、
父
の
家
族
の
遺
産
関
与
と
の
均
衡
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
（
基
本
法
六
条
一
項（

19
）に

よ
る
婚
姻
及
び
家
族
の
保
護
の

要
請
）
と
い
う
問
題
を
浮
上
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
非
嫡
出
子
法
担
当
官
草
案
で
は
、
第
一
相
続
順
位
群
（
婚
内
の
直
系
卑
属
）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
非
嫡
出
子
の
相
続

資
格
を
認
め
ず
、
第
二
相
続
順
位
群
（
被
相
続
人
の
父
母
・
兄
弟
姉
妹
・
そ
の
卑
属
）
が
相
続
人
と
な
る
場
合
に
初
め
て
、
そ
れ
と
同
じ
割

合
の
遺
産
関
与
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
で
は
、
第
一
相
続
順
位
群
が
存
在
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
と
同
じ
割
合
の
金
銭
で
の
相
続
代
償
請

求
権
（E

rbersatzanspruch

）（
旧
一
九
三
四
条
ａ（

20
））

を
非
嫡
出
子
に
与
え
る
こ
と
で
遺
産
関
与
を
認
め
た
。
こ
う
し
た
両
草
案
の
立
場
の

他
に
も
、
実
際
上
の
生
活
関
係
を
考
慮
し
て
、
そ
も
そ
も
非
嫡
出
子
に
は
異
な
る
相
続
規
定
を
置
く
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
を
基
盤
と
し
た

様
々
な
見
解
が
あ
り（

21
）、

最
後
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
及
び
連
邦
参
議
院
の
審
議
に
お
い
て
ま
で
そ
の
解
決
方
法
を
め
ぐ
っ
て
は
極
め

て
激
し
い
議
論
が
あ
っ
た（

22
）。

結
局
、
法
律
委
員
会
で
の
修
正
を
受
け
た
後
、
基
本
的
に
非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
に
沿
う
形
で
立
法
化
さ
れ
る

　
（
一
〇
九
三
）
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に
至
っ
て
い
る
。

　

非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
の
修
正
の
他
、
法
律
委
員
会
は
、
そ
の
審
議
に
よ
り
、
新
た
に
ド
イ
ツ
民
法
典
相
続
法
分
野
に
つ
い
て
、
妻
の
相

続
分
の
改
善
に
関
す
る
定
め
（
一
九
三
一
条
四
項
）、
非
嫡
出
子
の
事
前
の
相
続
清
算
（vorzeitiger E

rbausgleich

）
に
関
す
る
定
め
（
旧

一
九
三
四
条
ｄ
、
一
九
三
四
条
ｅ（

23
））、

被
相
続
人
の
直
系
卑
属
が
し
た
特
別
給
付
の
調
整
（A

usgleichung

）
に
関
す
る
定
め
（
二
〇
五
七

条
ａ
）
を
追
加
し
た
。
ま
た
、
非
嫡
出
子
法
に
よ
っ
て
、
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
が
そ
れ
以
前
の
法
的
地
位
か
ら
根
本
的
に
変
更
し
た
こ
と

に
伴
い
、
法
律
委
員
会
は
、
用
語
の
持
つ
過
小
評
価
の
外
観
を
排
除
す
る
た
め（

24
）、

両
草
案
が
非
嫡
出
子
の
表
記
を
旧
法
下
と
同
じ
く

﹁unehelich

﹂
と
し
て
い
た
の
を
改
め
、﹁nichtehelich

﹂
と
す
る
こ
と
も
提
案
し
、
容
れ
ら
れ（

25
）た（
26
）。

（
Ⅱ
）
二
〇
五
七
条
ａ
制
定
前
の
状
況

（
27
）

　

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
既
に
そ
の
成
立
当
初
か
ら
、
生
存
中
の
被
相
続
人
が
そ
の
直
系
卑
属
に
出
捐
し
た
生
活
の
資
本
（A

usstattung

）

等
の
特
別
受
益
を
遺
産
分
割
の
際
に
調
整
さ
せ
る
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
た
（
二
〇
五
〇
条
以
下
）。
そ
こ
で
は
、
特
別
受
益
を
受
け
た
直

系
卑
属
を
調
整
義
務
者
、
そ
の
他
の
直
系
卑
属
を
調
整
請
求
権
者
と
し
て
、
こ
れ
ら
共
同
相
続
人
間
で
の
調
整
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

実
行
は
、
遺
産
分
割
時
に
、
実
際
に
受
け
た
物
の
返
還
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
受
け
た
物
の
価
値
を
計
算
上
持
ち
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
為
さ

れ
る
（
観
念
的
持
戻
し
（Idealkollation

）
な
い
し
価
値
的
調
整
）。

　

こ
う
し
た
特
別
受
益
の
相
続
清
算
時
の
評
価
と
は
反
対
に
、
直
系
卑
属
が
生
存
中
の
被
相
続
人
に
し
た
貢
献
を
相
続
法
上
評
価
す
る
規
定

は
長
い
間
設
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
も
、
被
相
続
人
に
対
す
る
直
系
卑
属
の
貢
献
が
全
く
評
価

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
子
が
被
相
続
人
の
病
床
生
活
中
に
看
護
を
し
、
被
相
続
人
の
経
済
上
の
援
助
を
し
、
あ
る
い
は
、
と

り
わ
け
農
業
分
野
や
小
規
模
産
業
分
野
に
お
い
て
、
被
相
続
人
の
事
業
に
つ
い
て
報
酬
を
受
取
る
こ
と
な
く
共
働
（M

itarbeit

）
し
た
に
も

　
（
一
〇
九
四
）
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か
か
わ
ら
ず
、
被
相
続
人
が
そ
う
し
た
貢
献
に
対
す
る
措
置
を
何
等
講
じ
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
補
償
が
さ
れ
な
い
と
い
う
場
面
が
決
し

て
珍
し
く
な
い
こ
と
を
、
判
例
及
び
学
説
は
十
分
に
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
場
面
で
は
、
特
別
な
状
況
を
完
全
に
は
評
価
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
労
働
法
上
及
び
組
合
法
上
の
契
約
構
造
の
助
け
を
借
り
、

あ
る
い
は
不
当
利
得
や
事
務
管
理
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
黙
示
の
相
続
契
約
の
締
結
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
共
働
し
た
家

族
の
救
済
が
試
み
ら
れ
て
き
て
い
た
。
例
え
ば
、
通
常
連
邦
裁
判
所
の
一
九
六
五
年
二
月
二
三
日
判
決（

28
）は

、
被
相
続
人
の
事
業
で
共
働
し
て

い
た
子
が
そ
の
報
酬
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
旧
一
六
一
七
条（

29
）に

基
づ
く
法
律
上
の
義
務
で
あ
っ
て
も
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
合
意
に
よ

り
、
契
約
上
の
職
務
義
務
に
転
化
さ
れ
得
る
と
し
て
、
雇
傭
契
約
に
基
づ
く
報
酬
請
求
権
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
解
決
方
法
に
つ
い
て
の
法
的
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は
な
く
、
救
済
を
求
め
る
家
族
に
と
っ
て
は

証
明
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
ま
た
、
六
一
一
条
、
六
一
二
条
（
雇
傭
契
約
）
及
び
八
一
二
条
以
下
（
不
当
利
得
）
に
基
づ
く
請
求

権
は
、
旧
一
九
六
条
一
項
八
号
及
び
九
号
に
よ
る
二
年
の
短
期
消
滅
時
効
に
服
す
る
と
い
う
欠
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、
上
記
連
邦

通
常
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
も
、
報
酬
請
求
権
の
成
立
自
体
は
肯
定
さ
れ
た
が
、
二
年
の
時
効
に
よ
り
当
該
報
酬
請
求
権
は
消
滅
し
て
い

る
と
し
て
子
の
請
求
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。

　

明
確
な
報
酬
の
合
意
が
為
さ
れ
て
な
い
家
族
に
よ
る
共
働
と
い
う
問
題
は
、
当
時
最
も
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
最
も
難
し
い
問
題
と
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）　

二
〇
五
七
条
ａ
の
導
入

　

非
嫡
出
子
法
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
基
本
法
六
条
五
項
に
よ
る
要
請
の
実
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
条
一
項
で
は
婚
姻
及
び
家
族

の
保
護
が
謳
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
前
述
し
た
よ
う
な
家
族
の
共
働
を
相
続
時
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
考

　
（
一
〇
九
五
）
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慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
葛
藤
の
末
に
辿
り
着
い
た
の
が
、
ま
さ
に
二
〇
五
七
条
ａ
の
導
入
な
の
で
あ
る
。

　

相
続
法
に
お
い
て
基
本
法
六
条
五
項
に
よ
る
要
請
の
実
現
、
つ
ま
り
、
非
嫡
出
子
の
相
続
権
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
に
つ

い
て
激
し
く
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
に
は
最
後
ま
で
次
の
二
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
い
た（

30
）。

　

そ
の
一
つ
は
、
基
本
法
六
条
五
項
の
文
言
に
形
式
的
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
非
嫡
出
子
に
完
全
な
相
続
法
上
の
同
等
地
位
を
与
え
よ

う
と
す
る
。
こ
の
見
解
か
ら
の
具
体
的
な
提
案
に
よ
れ
ば
、
非
嫡
出
子
も
他
の
相
続
人
と
同
様
に
相
続
共
同
体
の
中
に
含
め
る
と
い
う
方
法（

31
）、

ま
た
は
小
家
族
（
配
偶
者
及
び
婚
内
の
直
系
卑
属
）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
嫡
出
子
の
相
続
分
の
価
額
の
範
囲
で
の
相
続
代
償
請
求
権
で
満

足
さ
せ
る
と
い
う
方
法（

32
）、

あ
る
い
は
、
非
嫡
出
子
は
実
際
上
の
相
続
分
配
を
受
け
る
が
、
小
家
族
に
同
価
値
の
金
銭
代
償
請
求
権
と
結
び
つ

け
る
継
承
権
（Ü

bernahm
erecht

）
を
与
え
る
と
い
う
方
法（

33
）が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
確
か
に
基
本
法

六
条
五
項
は
形
式
的
な
＂
同
様
な
取
扱
い
＂
で
は
な
く
、＂
同
様
な
条
件
＂
を
非
嫡
出
子
に
要
求
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
相
続
法
に
お

い
て
の
＂
同
様
な
条
件
＂
は
、
同
価
値
的
な
解
決
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
を
導
く
と
い
う
も
の
で
あ
る（

34
）。

そ
の
実
現
方

法
は
分
か
れ
る
に
せ
よ
、
何
れ
の
提
案
も
社
会
的
な
非
嫡
出
子
の
地
位
の
向
上
に
は
、
こ
う
し
た
表
面
的
に
見
て
事
実
上
の
同
等
地
位
が
必

要
で
あ
る
と
の
観
念
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
。

　

こ
の
見
解
に
立
つ
非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
で
は
、﹁
非
嫡
出
子
の
相
続
法
上
の
広
範
な
地
位
改
善
は
、
そ
の
他
の
憲
法
規
範
、
と
り
わ
け
、

国
家
秩
序
の
特
別
な
保
護
の
も
と
に
あ
る
婚
姻
及
び
家
族
と
い
っ
た
基
本
法
六
条
一
項
と
矛
盾
し
な
い
。
非
嫡
出
子
に
嫡
出
子
と
実
質
的
に

同
様
の
法
的
地
位
を
与
え
る
場
合
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
父
の
婚
内
の
直
系
卑
属
ま
た
は
生
存
配
偶
者
の
負
担
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
は
基
本
法
六
条
一
項
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
基
本
法
六
条
一
項
及
び
基
本
法
六
条
五
項
は
同
一
の
地
位
に
並
存
し
て
い
る
。
非
嫡
出

子
の
加
入
に
よ
っ
て
父
の
婚
内
の
家
族
構
成
員
が
被
る
相
続
法
上
の
損
害
は
、
基
本
法
六
条
五
項
に
基
づ
き
、
彼
ら
に
よ
っ
て
甘
受
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る（

35
）﹂

と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
相
続
人
が
被
相
続
人
に
し
た
貢
献
を
相
続
法
上
調
整
す
る
旨
の
規
定
を
新
た
に
置
く
こ
と
も
予
定

　
（
一
〇
九
六
）
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し
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
に
お
い
て
も
、
嫡
出
子
に
よ
る
被
相
続
人
と
の
共
働
ま
た
は
被
相
続
人
の
療
養

看
護
は
、
結
果
的
に
被
相
続
人
の
財
産
の
増
加
に
実
際
上
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
の
は
正
当
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
こ

と
を
も
っ
て
、
非
嫡
出
子
に
よ
る
被
相
続
人
の
財
産
へ
の
関
与
を
排
除
ま
た
は
制
限
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
は
、
そ
の
よ
う
な
嫡
出
子
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
﹁
被
相
続
人
は
、
数
名
の

子
の
う
ち
の
一
人
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
特
別
給
付
に
報
い
よ
う
と
す
る
場
合
、
彼
は
―
子
を
遺
言
上
、
優
遇
す
る
可
能
性
を
度
外
視
す
る

と
―
労
働
契
約
ま
た
は
組
合
契
約
上
の
根
拠
に
基
づ
き
こ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
で
は
、
報
酬
支
払
請
求
権
の
承
認
に

よ
っ
て
妥
当
な
調
整
を
す
る
こ
と
は
、
判
例
に
委
ね
て
お
く
こ
と
が
で
き
る（

36
）﹂

と
し
て
い
た
。

　

他
の
一
つ
は
、
非
嫡
出
子
の
相
続
法
上
の
状
況
を
改
善
す
る
必
要
性
は
認
め
る
が
、
実
際
上
、
非
嫡
出
子
が
父
と
は
異
な
る
生
活
関
係
に

基
盤
を
置
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
基
本
法
六
条
一
項
で
命
じ
ら
れ
て
い
る
婚
姻
及
び
家
族
の
保
護
と
の
関
係
で
、
非
嫡
出
子
に
は
異
な
る

相
続
法
上
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
で
あ
る
。
具
体
的
な
提
案
は
分
か
れ
る
が
、
共
通
す
る
基
盤
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
歴
史
的
に
見
て
、
ド
イ
ツ
の
相
続
権
は
そ
の
血
族
関
係
の
み
な
ら
ず
、
今
日
で
は
な
お
小
家
族
に
の
み
見
受
け
ら
れ
る
現
に
生
活

す
る
家
族
共
同
体
か
ら
も
導
か
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
う
し
た
小
家
族
は
実
際
上
そ
の
労
働
、
家
族
の
意
義
（F

am
liensinn

）
並
び
に
精

神
的
援
助
（seelische U
nterstützung

）
に
よ
っ
て
、
夫
ま
た
は
父
の
財
産
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
通
常
は

生
活
基
盤
が
異
な
る
た
め
に
父
の
財
産
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
の
な
い
非
嫡
出
子
に
対
し
て
、
そ
の
寄
与
の
調
整
の
た
め
に
あ
る
種
の
相
続

法
上
の
優
遇
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
翻
せ
ば
、
非
嫡
出
子
の
相
続
権
を
排
除
な
い
し
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

　

当
然
、
価
値
に
関
し
て
平
等
な
遺
産
関
与
を
認
め
る
非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
に
対
し
て
は
、
後
者
の
見
解
か
ら
、
あ
ま
り
に
婚
姻
及
び
家

族
を
侵
害
し
て
い
る（

37
）と

い
う
批
判
や
、
父
の
家
庭
や
事
業
で
共
働
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
嫡
出
子
に
は
、
非
嫡
出
子
よ
り
も
遺
産
関
与
を

よ
り
多
く
認
め
る
べ
き
で
あ
る（

38
）と

い
う
批
判
が
挙
が
っ
た
。
そ
の
上
、
嫡
出
子
な
い
し
生
存
配
偶
者
の
し
た
寄
与
の
妥
当
な
調
整
を
判
例
に

　
（
一
〇
九
七
）
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委
ね
る
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
疑
問
や
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ボ
ッ
シ
ュ
（B

osch

）
は
、﹁
実
際
に
被
相
続
人
の
死
後
、

婚
内
の
直
系
卑
属
な
い
し
生
存
配
偶
者
は
妥
当
な
解
決
を
得
る
た
め
に
、
報
酬
支
払
請
求
権
を
裁
判
上
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か（

39
）﹂

と
の
疑
問
を
呈
し
て
い
た
。
ま
た
、
ク
ヌ
ー
ル
（K

n
u

r

）
は
、
家
族
の
共
働
に
よ
る
報
酬
請
求
権
は
、
旧
一
六
一
七
条
に
よ
り
明
ら
か
で

あ
る
範
囲
を
越
え
る
場
合
に
限
り
発
生
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
共
働
の
場
合
、
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、﹁
立
法
者
は
、
連
邦
地
域
に
お
け
る
就
業
者
の
約
八
％
が
共
働
す
る
家
族
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
す
べ
き

で
は
な
い
。
こ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
高
い
ほ
ど
、
立
法
者
は
、
非
嫡
出
子
の
父
の
相
続
人
で
あ
る
家
族
に
よ
る
共
働
を
考
慮
す
る
こ
と
を

判
例
に
任
せ
て
は
な
ら
な
い（

40
）﹂

と
批
判
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
二
つ
の
見
解
の
対
立
を
背
景
と
し
て
、
連
邦
議
会
は
、
法
律
委
員
会
か
ら
の
立
法
提
案
を
受
け
、
確
か
に
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
、

非
嫡
出
子
に
完
全
な
相
続
法
上
の
同
等
地
位
を
与
え
よ
う
と
す
る
前
者
の
見
解
を
根
底
に
置
く
形
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
非
嫡
出
子
法
政

府
草
案
の
考
え
に
そ
の
ま
ま
従
う
こ
と
は
せ
ず
、
非
嫡
出
子
に
は
異
な
る
相
続
法
上
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
後
者
の
見
解
を
も
考
慮

し
て
、
直
系
卑
属
間
の
調
整
義
務
を
認
め
る
二
〇
五
七
条
ａ
を
導
入
し
た
。
二
〇
五
七
条
ａ
導
入
以
前
の
状
況
に
加
え
、
非
嫡
出
子
法
に
よ

っ
て
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
と
を
相
続
法
上
平
等
に
取
扱
う
こ
と
は
、
立
法
者
に
家
族
に
よ
る
共
働
を
評
価
す
る
根
拠
を
法
律
上
与
え
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
一
層
強
く
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

立
法
者
は
そ
の
立
法
動
機
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
と
り
わ
け
農
業
及
び
小
規
模
産
業
分
野
の
状
況
で
は
、
子
の
一
人

が
他
の
子
に
比
べ
て
遥
か
に
多
く
、
私
利
私
欲
の
た
め
で
な
く
、
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
ま
た
は
増
加
に
貢
献
し
、
も
し
く
は
、
職
業
上

の
所
得
を
放
棄
し
て
長
期
間
被
相
続
人
を
療
養
看
護
す
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
被

相
続
人
に
よ
る
終
意
処
分
が
な
く
、
法
定
相
続
と
な
る
場
合
、
給
付
を
し
た
子
は
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
そ
の
寄
与
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
特
に
、
今
後
は
非
嫡
出
子
も
そ
の
父
の
遺
産
の
配
分
に
預
か
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
現
在
の
社
会
的
状
況
に
お
い
て
、
取
り

　
（
一
〇
九
八
）
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除
か
れ
る
べ
き
不
利
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

41
）﹂。

あ
る
い
は
ま
た
、﹁
被
相
続
人
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
そ
の
遺
産
が
築
か
れ
、
そ

れ
が
相
当
な
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
婚
内
の
家
族
、
妻
、
子
ら
に
よ
り
共
に
働
い
て
手
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
婚
外
の
子
が

数
十
年
後
に
相
続
人
に
加
わ
り
、
相
続
代
償
請
求
権
を
主
張
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
時
と
し
て
不
当
に
作
用
す
る（

42
）﹂

と
。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
二
〇
五
七
条
ａ
は
、
債
務
法
上
の
規
定
を
拠
り
所
と
し
た
作
為
的
な
解
釈
に
代
わ
る
手
段
を
創
設
す
る
た
め
に
、

さ
ら
に
ま
た
、
明
ら
か
に
非
嫡
出
子
の
遺
産
関
与
に
よ
る
嫡
出
子
の
不
利
益
を
回
避
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
被
相
続
人
の
財
産
の
増
加
や
維
持
に
つ
い
て
の
直
系
卑
属
の
寄
与
は
婚
内
の
直
系
卑
属
に
お
い
て
も
、
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
立

証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
上
、
被
相
続
人
の
財
産
維
持
ま
た
は
増
加
に
つ
い
て
の
寄
与
は
、
婚
内
の
直
系
卑
属
に
お
い
て
も

様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
規
定
自
体
は
、
相
続
す
る
直
系
卑
属
の
血
統
が
婚
内
で
あ
る
と
婚
外
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
に
一

般
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章　

ド
イ
ツ
寄
与
分
規
定
の
機
能

第
一
節　

概
説

　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
成
立
し
た
二
〇
五
七
条
ａ
は
、
ス
イ
ス
民
法
典
旧
六
三
三
条（

43
）を

模
範
と
し
て
作
成
さ
れ
、
被
相
続
人
の
直
系

卑
属
を
平
等
に
扱
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
の
定
め
に
続
く
形
で
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
五
〇
条
以
下
の

規
定
が
生
前
の
被
相
続
人
に
よ
る
個
々
の
直
系
卑
属
へ
の
出
捐
を
計
算
上
遺
産
の
価
額
に
算
入
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
出
捐
を
受
け
た
直
系
卑

属
が
優
遇
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
〇
五
七
条
ａ
で
は
直
系
卑
属
に
よ
る
被
相
続
人
へ
の
特
別
給
付
を

考
慮
し
て
遺
産
分
割
に
お
け
る
給
付
者
の
不
利
益
を
回
避
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
ま
さ
に
被
相
続
人
の

　
（
一
〇
九
九
）
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推
定
さ
れ
る
意
思
（
直
系
卑
属
を
平
等
に
扱
お
う
と
す
る
意
思
）
に
合
致
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
被
相
続
人
が
生
前
に
そ
の
意

思
を
表
明
し
て
い
る
場
合
は
、
二
〇
五
七
条
ａ
は
機
能
し
な
い
。
被
相
続
人
が
遺
言
を
残
し
て
い
る
場
合
が
こ
れ
に
当
た
り
、
被
相
続
人
は
、

遺
言
の
自
由
に
よ
っ
て
調
整
義
務
を
免
除
し
、
あ
る
い
は
修
正
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
他
の
方
法
で
直
系
卑
属
の
貢
献
を
評
価
し
、
ま
た

は
全
く
評
価
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

44
）。

被
相
続
人
に
寄
与
し
て
い
な
い
そ
の
他
の
共
同
相
続
人
は
、
こ
う

し
て
調
整
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
優
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
被
相
続
人
の
意
思
表
示
は
通
常
、
遺
贈
と
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

45
）。

　

こ
う
し
た
規
定
の
任
意
性
か
ら
、
共
同
相
続
人
間
で
も
ま
た
、
遺
産
分
割
時
に
調
整
を
し
な
い
と
の
合
意
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

同
様
に
、
二
〇
五
七
条
ａ
適
用
の
要
件
を
欠
く
場
合
で
も
、
直
系
卑
属
の
給
付
に
対
し
て
一
定
金
額
を
支
払
う
と
の
合
意
を
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
さ
ら
に
、
直
系
卑
属
は
被
相
続
人
に
給
付
す
る
際
に
調
整
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る（

46
）。

　

二
〇
五
七
条
ａ
に
定
め
ら
れ
る
調
整
請
求
権
は
独
立
の
請
求
権
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
遺
産
分
割
（
二
〇
四
二
条
）
の
枠
内
で
主
張
さ
れ

得
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
調
整
請
求
権
を
相
続
分
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
相
続
分
と
共
に
相
続
し
、
あ
る
い
は
譲
渡
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
二
三
七
二
条
、
二
三
七
六
条
）。
ま
た
、
調
整
請
求
権
は
、
一
九
六
七
条
の
意
味
で
の
遺
産
債
務
を
構
成
す
る
も
の

で
は
な
い
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
立
法
者
は
農
業
あ
る
い
は
小
規
模
産
業
分
野
に
お
け
る
直
系
卑
属
の
貢
献
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他

の
分
野
で
あ
っ
て
も
二
〇
五
七
条
ａ
は
適
用
さ
れ
、
ま
た
、
非
嫡
出
子
が
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
当
然
に
適
用
さ
れ
る
。
規
定
は
、

一
九
七
〇
年
七
月
一
日
以
降
に
生
じ
た
相
続
に
適
用
さ
れ
る
が（

47
）、

そ
れ
以
前
に
為
さ
れ
た
特
別
給
付
も
調
整
の
対
象
と
な
り
得
る
。
な
お
、

一
九
四
九
年
七
月
一
日
以
前
に
出
生
し
た
非
嫡
出
子
は
父
と
の
関
係
で
相
続
権
が
帰
属
し
な
い
た
め
、
適
用
は
除
外
さ
れ
て
い
る（

48
）。

　

以
下
で
は
二
〇
五
七
条
ａ
の
定
め
る
調
整
規
定
が
機
能
す
る
た
め
の
要
件
及
び
そ
の
機
能
を
検
討
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
日
本

　
（
一
一
〇
〇
）
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法
と
の
枠
組
み
の
違
い
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
相
続
人
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
お
く
こ
と
に
す

る
。
な
お
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
条
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
が
、
本
章
で
扱
う
の
は
後
述
す
る
二
〇
〇
九
年
改
正
前
の
条
文
で
あ
る
こ
と
を

断
っ
て
お
く（

49
）。

︻
二
〇
五
七
条
ａ
︼（
直
系
卑
属
の
特
別
給
付
に
お
け
る
調
整
義
務
）

⑴　

長
期
に
わ
た
り
被
相
続
人
の
家
政
、
職
業
若
し
く
は
事
業
に
お
け
る
共
働
、
多
額
の
金
銭
給
付
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
被

相
続
人
の
財
産
の
維
持
又
は
増
加
に
特
に
寄
与
し
た
直
系
卑
属
は
、
分
割
の
際
、
法
定
相
続
人
と
し
て
相
続
を
受
け
る
直
系
卑
属
間

に
お
い
て
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
五
二
条
を
準
用
す
る
。
職
業
収
入
を
放
棄
し
て
長
期
に
わ
た
り
被
相
続
人
を
介

護
し
た
直
系
卑
属
も
同
様
と
す
る
。

⑵　

給
付
に
対
し
適
切
な
報
酬
を
受
け
又
は
合
意
が
さ
れ
た
場
合
、
若
し
く
は
、
そ
の
給
付
の
た
め
に
直
系
卑
属
に
そ
の
他
の
法
律
原

因
に
基
づ
く
請
求
権
が
帰
属
す
る
限
り
で
、
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
六
一
九
条
、
一
六
二
〇
条
に
基
づ
く
給
付
が

為
さ
れ
た
場
合
で
も
、
調
整
義
務
に
は
影
響
し
な
い
。

⑶　

調
整
額
は
、
給
付
の
期
間
及
び
程
度
、
遺
産
の
価
額
を
考
慮
し
て
公
平
で
あ
る
よ
う
算
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑷　

分
割
に
お
い
て
、
調
整
額
は
調
整
請
求
権
者
で
あ
る
共
同
相
続
人
の
相
続
分
に
加
算
さ
れ
る
。
調
整
額
の
合
計
は
、
調
整
の
も
と

共
同
相
続
人
に
与
え
ら
れ
る
限
り
で
、
遺
産
の
価
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。

第
二
節　

相
続
人
の
決
定
方
法（

50
）

　

被
相
続
人
の
死
亡
と
同
時
に
相
続
財
産
は
、
相
続
開
始
時
に
生
存
す
る
一
人
ま
た
は
複
数
の
相
続
人
に
移
転
す
る
が
（
一
九
二
二
条
）、

　
（
一
一
〇
一
）
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ド
イ
ツ
相
続
形
態
に
は
、
相
続
人
の
指
定
、
遺
贈
、
負
担
（A

uflage

）
に
関
す
る
定
め
を
内
容
と
す
る
相
続
契
約
（E

rbvertrag

）
及
び

遺
言
に
よ
る
任
意
相
続
（gew

illkürte E
rbfolge

）
と
法
定
相
続
（gesetzliche E

rbfolge

）
と
が
存
在
し
、
被
相
続
人
は
死
因
処
分

（V
erfügung von Todes w

egen （
51
））

に
よ
っ
て
自
由
に
相
続
人
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
相
続
人
は
、
第
一
に
相
続
契
約
（
一
九
四

一
条
）、
次
い
で
遺
言
（
一
九
三
七
条
）
の
内
容
に
よ
っ
て
決
定
し
、
そ
れ
ら
が
な
い
場
合
に
法
定
の
相
続
順
位
に
従
い
決
定
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

　

法
定
相
続
人
は
相
続
順
位
群
（O

rdnung

）
に
分
け
ら
れ
、
第
一
順
位
群
は
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
、
第
二
順
位
群
は
被
相
続
人
の
両
親

及
び
そ
の
直
系
卑
属
（
兄
弟
姉
妹
と
そ
の
直
系
卑
属
）、
第
三
順
位
群
は
被
相
続
人
の
祖
父
母
及
び
そ
の
直
系
卑
属
（
伯
叔
父
母
、
従
兄
弟

姉
妹
、
そ
の
直
系
卑
属
）
と
い
う
よ
う
に
、
被
相
続
人
の
尊
属
を
遡
り
、
当
該
尊
属
と
そ
の
直
系
卑
属
が
順
位
群
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

上
位
の
相
続
順
位
群
に
相
続
人
が
存
在
す
る
限
り
、
下
位
の
順
位
群
に
含
ま
れ
る
者
は
相
続
人
と
は
な
ら
ず
、
同
一
の
順
位
群
の
な
か
で
も
、

被
相
続
人
に
よ
り
親
等
の
近
い
者
が
相
続
人
と
な
る
。
も
っ
と
も
、相
続
開
始
の
前
後
に
直
系
卑
属
が
そ
の
相
続
権
を
喪
失
す
る
場
合（

52
）に

は
、

当
該
直
系
卑
属
を
通
じ
て
被
相
続
人
と
血
縁
関
係
に
あ
る
直
系
卑
属
が
そ
の
者
を
代
襲
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
九
二
四
条
三
項
）。

代
襲
相
続
は
、
被
代
襲
者
か
ら
代
襲
相
続
人
へ
の
権
利
移
転
で
は
な
く
、
代
襲
相
続
人
固
有
の
相
続
権
に
基
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
た

め
、
代
襲
相
続
人
は
被
代
襲
者
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
、
被
代
襲
者
に
つ
い
て
相
続
欠
格
事
由

に
該
当
す
る
代
襲
相
続
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
相
続
人
を
相
続
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

以
上
に
対
し
て
、
生
存
配
偶
者
は
相
続
順
位
群
の
構
成
員
で
は
な
い
。
生
存
配
偶
者
の
相
続
分
は
、
第
一
順
位
群
の
相
続
人
と
共
に
相
続

す
る
場
合
は
遺
産
の
四
分
の
一
、
第
二
順
位
群
の
相
続
人
ま
た
は
祖
父
母
と
共
に
相
続
す
る
場
合
は
遺
産
の
二
分
の
一
を
相
続
し
、
そ
れ
以

外
の
場
合
は
遺
産
の
全
て
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
（
一
九
三
一
条
）。
ま
た
、
生
存
配
偶
者
は
選
択
す
る
夫
婦
財
産
制
の
形
態
に
よ
り
、

財
産
制
の
清
算
と
し
て
相
続
分
が
増
加
す
る
。
例
え
ば
、
夫
婦
が
法
定
財
産
制
（
剰
余
共
同
制
）
を
選
択
し
て
い
る
場
合
は
、
さ
ら
に
四
分

　
（
一
一
〇
二
）
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の
一
を
受
け
取
る
こ
と
な
り
、
従
っ
て
、
合
計
で
遺
産
の
二
分
の
一
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
（
一
三
七
一
条（

53
）、

一
九
三
一
条
三
項
）。

第
三
節　

寄
与
分
調
整
の
要
件

（
Ⅰ
）
調
整
当
事
者

　

二
〇
五
七
条
ａ
は
相
続
人
間
の
相
続
分
の
調
整
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
相
続
人
で
な
い
者
は
調
整
当
事
者
の
範
囲
か

ら
除
外
さ
れ
る
。
し
か
し
、
相
続
人
と
い
え
ど
も
、
ど
の
場
合
の
ど
の
相
続
人
も
が
調
整
の
当
事
者
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
。
調
整
は
、

二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
と
同
様
に
全
て
の
共
同
相
続
人
間
で
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
間
で
の
み
為
さ
れ
る
に

過
ぎ
な
い
。
よ
り
厳
密
に
は
、
法
定
相
続
を
受
け
る
直
系
卑
属
ま
た
は
法
定
相
続
人
と
し
て
取
得
す
べ
き
も
の
を
指
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ

の
相
続
分
相
互
を
法
定
相
続
分
と
同
一
の
割
合
で
指
定
さ
れ
た
直
系
卑
属
で
あ
る
（
一
項
、
二
〇
五
二
条

（
54
））。

た
と
え
ば
、
被
相
続
人
に
妻

及
び
三
人
の
子
が
居
り
、
各
法
定
相
続
割
合
は
妻
二
分
の
一
、
子
六
分
の
一
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
被
相
続
人
が
、
妻
に
二
分
の
一
、

三
人
の
子
に
そ
れ
ぞ
れ
六
分
の
一
ず
つ
の
割
合
で
相
続
人
指
定
を
し
て
い
る
場
合
や
妻
及
び
三
人
の
子
に
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
ず
つ
の
割
合

で
相
続
人
指
定
を
し
て
い
る
場
合
は
、
二
〇
五
二
条
に
よ
り
二
〇
五
七
条
ａ
の
適
用
範
囲
内
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
妻
か
ら
相
続
権
を
剥

奪
し
、
三
人
の
子
の
う
ち
一
人
に
は
八
分
の
一
、
も
う
一
人
に
は
八
分
の
五
、
残
り
の
一
人
に
は
四
分
の
一
に
つ
き
相
続
人
指
定
を
し
て
い

る
場
合
、
子
の
法
定
相
続
分
割
合
（
各
六
分
の
一
）
が
二
〇
五
二
条
に
反
し
て
修
正
さ
れ
る
た
め
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
適
用
範
囲
外
で
あ
る（

55
）。

調
整
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
相
続
時
に
複
数
の
直
系
卑
属
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
直
系
卑
属
自
身
で
は
な
く
て
も
、
調

整
請
求
権
を
有
す
る
直
系
卑
属
の
相
続
人
及
び
そ
の
相
続
分
の
譲
受
人
も
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る（

56
）。

こ
れ
に
は
、
一
九
二
四
条
に

お
け
る
直
系
卑
属
の
代
襲
相
続
人
（
孫
、
曾
孫
）
も
含
ま
れ
る
が
、
代
襲
相
続
人
が
固
有
の
相
続
権
に
基
づ
き
相
続
す
る
こ
と
と
の
関
係
で
、

次
の
二
つ
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
一
一
〇
三
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

一
七
六

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

　

一
つ
は
、
二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
代
襲
者
が
相
続
権
を
失
っ
た
場
合
、
代
襲
相
続
人
が
そ
の
調
整
義
務
を
負
う

旨
を
定
め
た
二
〇
五
一
条（

57
）が

、（
義
務
と
権
利
を
置
換
え
て
）
二
〇
五
七
条
ａ
に
も
妥
当
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
部
に
は
二
〇

五
一
条
の
準
用
に
懐
疑
的
な
見
解
を
示
す
も
の
が
見
ら
れ
る
が（

58
）、

支
配
的
な
見
解
は
、
二
〇
五
一
条
の
準
用
を
認
め
て
お
り
、
代
襲
相
続
人

が
被
代
襲
者
の
し
た
特
別
給
付
に
つ
い
て
調
整
で
き
る
と
し
て
い（

59
）る（
60
）。

　

も
う
一
つ
は
、
未
だ
代
襲
原
因
の
発
生
し
て
い
な
い
時
点
で
の
代
襲
相
続
人
に
よ
る
特
別
給
付
が
、
調
整
さ
れ
得
る
か
否
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
被
代
襲
者
の
相
続
権
存
在
時
に
代
襲
相
続
人
が
受
け
た
被
相
続
人
に
よ
る
生
前
贈
与
に
つ
い
て
、
代
襲
相
続
人
の

調
整
義
務
を
免
除
す
る
二
〇
五
三
条（

61
）の

準
用
が
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が（

62
）、

こ
の
場
合
に
も
特
別
給
付
を
し
た
直
系
卑
属
の
調
整
請
求
権
を
承
認
す
る
（
二
〇
五
三
条
の
準
用
を
否
認
す
る
）
と
い
う
見
解
が

多
数
で
あ
る
よ
う
で
あ（

63
）る（
64
）。

　

調
整
の
義
務
を
負
う
の
は
、
法
定
相
続
な
い
し
二
〇
五
二
条
に
お
け
る
任
意
相
続
を
す
る
直
系
卑
属
の
う
ち
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
意
味
で

の
給
付
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
被
相
続
人
は
、
直
系
卑
属
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
、
死
因
処
分
に
よ
っ
て
配
偶
者
及
び
そ

の
他
の
共
同
相
続
人
に
調
整
義
務
を
課
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る（

65
）。

ま
た
、
調
整
義
務
は
相
続
分
の
譲
渡
人
が
調
整
の
負
担
を
負
う
場
合
、
そ

の
譲
受
人
が
負
担
し
、
さ
ら
に
、
調
整
義
務
者
で
あ
る
共
同
相
続
人
の
相
続
人
も
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

法
律
上
、
調
整
当
事
者
と
な
り
得
る
の
は
以
上
の
通
り
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
配
偶
者
及
び
そ
の
他
の
共
同
相

続
人
は
含
ま
れ
な
い
。
と
り
わ
け
配
偶
者
は
、
既
に
法
定
財
産
制
に
お
い
て
は
増
加
額
の
清
算
（
一
三
七
一
条
、
一
九
三
一
条
三
項
）
に
よ

っ
て
、
別
産
制
に
お
い
て
は
一
人
ま
た
は
二
人
の
直
系
卑
属
の
相
続
分
と
同
等
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
一
九
三
一
条
四
項
）、
被
相
続
人

へ
の
給
付
が
一
律
に
清
算
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
夫
婦
が
別
産
制
を
選
択
し
て
お
り
、
か
つ
、
三
人
以

上
の
直
系
卑
属
が
存
在
す
る
場
合
、
配
偶
者
に
よ
る
特
別
給
付
へ
の
支
払
い
は
法
律
上
予
定
さ
れ
て
い
な
い（

66
）。

配
偶
者
及
び
直
系
卑
属
で
は

　
（
一
一
〇
四
）
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な
い
そ
の
他
の
共
同
相
続
人
は
調
整
請
求
権
を
有
し
な
い
反
面
、
調
整
の
義
務
を
負
わ
な
い
た
め
、
調
整
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
な

い
。

（
Ⅱ
）　

調
整
の
対
象

　

直
系
卑
属
の
し
た
給
付
の
す
べ
て
が
調
整
の
対
象
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
〇
五
七
条
ａ
の
調
整
は
、
直
系
卑
属
の
う
ち
の
一
人
ま

た
は
数
名
が
し
た
被
相
続
人
財
産
の
維
持
ま
た
は
増
加
に
特
別
に
寄
与
し
た
給
付
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
直
系
卑
属
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
特
別
給
付
が
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
そ
の
時
々
の
関
係
に
基
づ
い
た
通
常
の
給
付
で
は
調
整
の
対
象
と
は
さ

れ
な
い（

67
）。

給
付
は
、
被
相
続
人
の
財
産
状
況
に
積
極
的
に
作
用
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
被
相
続
人
の
た
め
に
そ
の
債

務
を
履
行
し
、
結
果
的
に
積
極
財
産
が
維
持
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
も
よ
い（

68
）。

　

直
系
卑
属
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
五
七
条
ａ
の
意
味
で
の
特
別
給
付
を
し
た
場
合
、
そ
の
全
て
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
被
相
続

人
の
財
産
の
た
め
に
、
給
付
の
期
間
や
貢
献
度
に
基
づ
い
て
、
他
の
給
付
に
比
べ
価
値
的
に
明
ら
か
に
優
っ
て
い
る
も
の
の
み
が
調
整
の
対

象
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
〇
五
七
条
ａ
は
、
全
て
の
直
系
卑
属
を
平
等
に
取
扱
う
と
い
う
考
え
方
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
た
め
、
調
整

は
他
の
者
よ
り
際
立
っ
て
多
く
給
付
し
た
者
に
の
み
為
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る（

69
）。

　

原
則
的
に
、
請
求
権
者
が
自
身
に
有
利
な
、
つ
ま
り
、
請
求
を
根
拠
付
け
る
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
う
。
従
っ
て
、
二
〇

五
七
条
ａ
の
調
整
に
お
い
て
は
、
特
別
給
付
を
為
し
た
直
系
卑
属
が
給
付
の
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
、
必
要
な
ら
ば
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（

70
）。

こ
こ
で
、
当
該
給
付
が
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
ま
た
は
増
加
に
寄
与
し
た
こ
と
ま
で
も
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て

は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
立
証
を
不
要
と
す
る
見
解
は
、
二
〇
五
七
条
ａ
で
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
要
件
を
満
た
す
給
付
は
通
常
被
相

続
人
の
財
産
維
持
ま
た
は
増
加
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
が
一
応
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
す
る（

71
）。

他
方
で
、
こ
れ
を
必
要
と
す
る
見
解
は
、
規

　
（
一
一
〇
五
）
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定
が
＂
特
に
（in besonderem

 M
aß

e

）＂
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
々
の
給
付
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
直
系
卑
属
が
個
別
に
説

明
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ど
の
程
度
そ
の
給
付
が
財
産
増
加
に
至
っ
た
か
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る（

72
）。

　

調
整
の
対
象
と
な
る
給
付
は
、
具
体
的
に
は
以
下
の
も
の
を
指
す
。

（
ⅰ
）　

共
働

　

長
期
に
わ
た
っ
て
被
相
続
人
の
家
政
（H

aushalt

）、
職
業
（B

eruf

）
ま
た
は
事
業
（G

eschäft

）
に
お
い
て
共
働
し
た
直
系
卑
属
は
、

遺
産
分
割
時
に
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
項
）。
共
働
の
内
容
は
、
両
親
の
世
帯
に
属
し
、
両
親
に
よ
り
教
育
さ
れ
、
あ
る
い

は
扶
養
さ
れ
て
い
る
子
の
役
務
提
供
義
務
を
定
め
る
一
六
一
九
条

（
73
）の

役
務
提
供
の
内
容
と
同
様
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
あ
ら
ゆ
る

身
体
的
及
び
精
神
的
活
動
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
共
働
は
、
本
業
と
し
て
為
さ
れ
る
も
の
で
も
、
副
業
と
し
て
為
さ
れ
る
も
の
で
も
よ
い
。

　

家
政
に
お
け
る
共
働
に
は
、
被
相
続
人
の
住
居
や
居
所
（
賃
貸
ア
パ
ー
ト
、
分
譲
住
宅
、
持
ち
家
）
に
関
係
す
る
も
の
で
、
家
庭
的
な
生

活
を
可
能
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
ば
、
日
常
的
な
掃
除
、
洗
濯
、
食
事
の
用
意
、
住
居
の
修
繕
等

が
考
慮
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
、
被
相
続
人
の
子
が
幼
い
う
ち
は
、
そ
の
監
督
及
び
一
般
的
な
子
の
世
話
も
ま
た
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

74
）。

　

被
相
続
人
の
職
業
は
、
た
と
え
ば
医
者
、
弁
護
士
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
よ
う
に
、
独
立
で
あ
る
と
非
独
立
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
直
系
卑
属
は
被
相
続
人
の
職
業
の
執
行
を
容
易
に
し
、
あ
る
い
は
可
能
と
し
、
ま
た
は
そ
の
経

費
節
減
に
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
共
働
は
職
業
自
体
に
お
け
る
労
働
を
前
提
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

た
と
え
ば
被
相
続
人
を
職
場
に
送
っ
て
い
く
等
、
間
接
的
に
被
相
続
人
の
職
業
を
援
助
す
る
場
合
で
も
十
分
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
事
業
に
は
あ
ら
ゆ
る
企
業
（U

nternehm
en

）
が
含
ま
れ
る
。
農
業
や
小
規
模
産
業
で
な
く
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
、
被
相
続

人
が
単
独
所
有
し
て
い
る
必
要
は
な
く
、
共
同
所
有
者
（
共
同
出
資
者
）
で
あ
る
場
合
で
も
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
共
働
に
よ
っ

　
（
一
一
〇
六
）
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て
事
業
持
分
を
保
障
し
、
価
値
に
関
し
て
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る（

75
）。

　

共
働
は
長
期
間
に
及
ぶ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
、
ど
の
程
度
の
期
間
を
も
っ
て
長
期
間
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
確
定
的

な
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
共
働
が
数
年
に
わ
た
っ
て
い
る
場
合
は
、
確
実
に
こ
の
要
件
を
満
た
す
と
い
っ
て
よ
い
が
、
最
低

ラ
イ
ン
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い（

76
）。

ま
た
、
あ
る
共
働
が
長
期
間
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
給
付
の
性
質
や
価
値
に
よ
っ

て
も
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
共
働
に
は
絶
対
的
な
期
間
が
必
要
な
の
で
は
な
く
、
よ
り
価
値
の
あ
る
共
働
を
し
た
場
合

に
は
、
通
常
は
比
較
的
短
い
期
間
で
あ
っ
て
も
要
件
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
に
な
る（

77
）。

共
働
は
継
続
的
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
が
、
一
時

的
な
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
か
ら
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

共
働
に
は
様
々
な
方
法
が
想
定
さ
れ
る
が
、
調
整
請
求
権
者
で
あ
る
直
系
卑
属
本
人
が
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
委
託
に
よ
り
家
族

や
家
族
以
外
の
第
三
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
と
い
う
方
法
で
も
要
件
を
満
た
す
。
従
っ
て
、
夫
が
妻
に
、
あ
る
い
は
父
が
子
に
、
被
相
続
人

の
た
め
に
共
働
す
る
こ
と
を
指
示
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
直
系
卑
属
に
よ
っ
て
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
補
助
員
（H

ilfskräfte

）
の
活
動
も
共

働
の
要
件
を
満
た
す
と
さ
れ
る（

78
）。

し
か
し
、
た
と
え
ば
直
系
卑
属
の
指
示
が
な
く
、
直
系
卑
属
の
子
が
自
身
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
か
ら
祖
父

（
被
相
続
人
）
の
た
め
に
共
働
し
た
場
合
に
は
、
当
該
直
系
卑
属
に
お
い
て
調
整
請
求
権
は
生
じ
な
い（

79
）。

（
ⅱ
）　

金
銭
給
付

　

多
額
の
金
銭
給
付
（erhebliche G

eldleistung

）
も
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
共
働
と
同
様
に
調
整
の
対
象
と
な
る
。
ど
の
程
度
の

金
銭
給
付
が
多
額
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
（W

olf

）
は
、
客
観
的
・
一
般
的
な
基
準
が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、﹁
そ

の
金
銭
給
付
が
、
通
常
、
財
産
形
成
の
際
に
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
多
額
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
金
銭
給
付
が
多
額
で
あ

る
か
は
、
被
相
続
人
の
財
産
状
況
を
基
準
に
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
直
系
卑
属
の
利
益
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
重

　
（
一
一
〇
七
）
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要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
客
観
的
・
一
般
的
な
多
額
性
を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る（

80
）﹂

と
す
る
。
被
相
続
人
の
財
産
状
況
は
、
当
該
金

銭
給
付
に
よ
る
財
産
へ
の
影
響
を
評
価
す
る
際
に
は
じ
め
て
問
題
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ル
ド
リ
ッ
ヒ

（H
eld

rich
）
は
、﹁
多
額
の
金
銭
給
付
は
、
共
働
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
。
金
銭
給
付
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
多
額
で
あ
る
と
い
え
る
か
は
、

被
相
続
人
の
状
況
に
基
づ
く
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
利
益
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
認
識

可
能
で
客
観
的
・
一
般
的
な
基
準
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
金
銭
給
付
は
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
に
ま
で
達
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
被
相
続

人
の
財
産
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

81
）﹂

と
し
て
い
る
。

　

支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
定
さ
れ
る
扶
養
義
務
（
一
六
〇
一
条
以
下
）
の
範
囲
内
で
の
金
銭
給
付
は
調
整
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
定
の
扶
養
義
務
の
存
在
は
、
扶
養
請
求
権
者
の
無
資
力
状
態
を
前
提
と
し
て
お
り
（
一
六
〇
二
条
一
項
）、
扶
養
義

務
の
履
行
と
し
て
の
金
銭
給
付
は
扶
養
請
求
権
者
（
被
相
続
人
）
の
財
産
の
維
持
ま
た
は
増
加
に
貢
献
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る（

82
）。

も
っ
と
も
、

被
相
続
人
が
自
身
の
扶
養
能
力
を
有
し
て
い
る
状
態
で
、
直
系
卑
属
に
よ
り
任
意
に
扶
養
と
し
て
の
金
銭
給
付
が
さ
れ
た
場
合
は
別
で
あ

る
。
そ
の
金
銭
給
付
が
被
相
続
人
の
財
産
状
態
を
保
持
す
る
の
な
ら
ば
、
調
整
の
対
象
と
さ
れ
得
る（

83
）。

　

ど
の
よ
う
な
目
的
で
金
銭
給
付
が
為
さ
れ
た
か
は
問
題
で
は
な
い
。
同
様
に
、
被
相
続
人
に
直
接
金
銭
給
付
を
す
る
必
要
も
な
く
、
第
三

者
、
た
と
え
ば
被
相
続
人
の
債
権
者
に
金
銭
を
支
払
う
場
合
で
も
よ
い
。

（
ⅲ
）　

介
護
給
付

　

被
相
続
人
の
た
め
に
し
た
介
護
給
付
（P

flegeleistung

）
も
ま
た
調
整
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
一
項
二
文
）。

家
政
に
お
け
る
共
働
が
定
め
ら
れ
て
い
る
関
係
上
、
こ
こ
で
の
介
護
の
意
味
に
は
、
一
般
に
病
人
の
看
護
や
老
人
の
介
護
が
含
ま
れ
る
と
解

さ
れ
て
い
る
。
介
護
な
い
し
看
護
は
被
相
続
人
本
人
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
被
相
続
人
の
家
族
に
し
た
場
合
は
、
次
に
述
べ
る
そ
の
他
の

　
（
一
一
〇
八
）
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給
付
で
考
慮
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

扶
助
が
必
要
な
被
相
続
人
の
介
護
活
動
は
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
普
遍
的
に
長
期
間
と
い
う

概
念
を
明
確
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
家
政
等
に
お
け
る
共
働
で
触
れ
た
よ
う
に
、
給
付
の
内
容
や
程
度
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
、
直
系
卑
属
が
介
護
活
動
を
し
な
け
れ
ば
、
被
相
続
人
は
一
人
、
場
合
に
よ
っ
て
は
複
数
の
ヘ
ル
パ
ー

を
雇
い
、
彼
ら
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
き
に
は
、
介
護
期
間
が
一
个
月
で
あ
っ
て
も
調
整
請
求
権
の
発
生

条
件
を
満
た
し
得
る（

84
）。

勿
論
、
共
働
ま
た
は
金
銭
給
付
の
場
合
と
同
様
に
、
常
に
当
該
介
護
活
動
が
特
別
な
給
付
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問

題
と
な
る
。

　

従
前
の
二
〇
五
七
条
ａ
は
、
通
常
給
付
と
の
区
別
を
よ
り
明
確
化
す
る
た
め
に（

85
）、

被
相
続
人
へ
の
介
護
給
付
が
直
系
卑
属
の
職
業
収
入
の

放
棄
と
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
に
の
み
調
整
の
請
求
を
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
職
業
収
入
の
全
て

を
放
棄
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
被
相
続
人
の
介
護
活
動
の
た
め
に
直
系
卑
属
の
収
入
の
う
ち
、
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
受

取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
介
護
活
動
の
た
め
に
直
系
卑
属
が
昇
進
及
び
そ
れ
に
伴

う
収
入
の
増
加
を
逃
し
た
と
い
う
の
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
た（

86
）。

し
か
し
、
も
と
よ
り
職
業
に
従
事
し
て
い
な
い
直
系
卑
属
は
、
職
業
収
入

を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
被
相
続
人
の
た
め
に
介
護
し
た
と
し
て
も
調
整
請
求
権
者
と
は
な
り
得
な
い（

87
）。

た
と
え
ば
、
家

事
手
伝
い
の
娘
や
専
業
主
婦
に
よ
る
介
護
の
場
合
が
こ
れ
に
該
当
し
て
い
た
。

　

直
系
卑
属
は
、
一
人
で
被
相
続
人
の
介
護
を
引
き
受
け
る
必
要
は
無
く
、
家
族
や
報
酬
を
支
払
っ
て
雇
う
補
助
員
を
含
め
他
の
者
と
共
同

し
て
行
う
の
で
も
よ
い（

88
）。

も
っ
と
も
、
専
ら
報
酬
を
支
払
わ
れ
る
補
助
員
に
よ
っ
て
の
み
介
護
が
為
さ
れ
る
場
合
は
、
介
護
給
付
で
は
な
く

む
し
ろ
一
項
一
文
の
意
味
で
の
金
銭
給
付
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る（

89
）。

　
（
一
一
〇
九
）
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（
ⅳ
）　

そ
の
他
の
給
付

　

以
上
の
よ
う
に
具
体
的
に
条
文
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
給
付
と
並
び
、
そ
の
他
の
給
付
（L

eistung in anderer W
eise

）
も
ま
た
同
様
に

調
整
の
対
象
と
さ
れ
得
る
。
こ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
物
給
付
、
土
地
な
ど
の
使
用
貸
借
、

保
証
の
引
受
け
、
被
相
続
人
の
仕
事
の
引
受
け
、
あ
る
い
は
、
被
相
続
人
以
外
の
家
族
へ
の
療
養
看
護
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

共
働
で
は
な
い
限
り
で
、
そ
の
他
の
給
付
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
給
付
も
ま
た
、
法
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
給
付
と
同
様
に
、

あ
る
程
度
の
重
要
性
（E

rheblichkeitsgrad

）
を
達
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ⅴ
）　

両
親
の
世
帯
に
属
す
る
子
に
よ
る
給
付

　

被
相
続
人
の
た
め
に
さ
れ
た
給
付
が
、
い
わ
ゆ
る
家
庭
内
子
（H

auskind

）
に
よ
り
、
そ
の
役
務
提
供
義
務
（
一
六
一
九
条
）
の
履
行

と
し
て
為
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
一
六
二
〇
条（

90
）の

意
味
に
お
け
る
成
人
家
庭
内
子
の
財
産
か
ら
の
家
政
費
用
支
払
い
に
関
す
る
支
出
ま

た
は
譲
渡
で
あ
る
場
合
、
そ
の
給
付
は
生
存
者
間
で
は
清
算
さ
れ
な
い
が
、
二
〇
五
七
条
ａ
に
お
け
る
調
整
の
対
象
と
な
る
（
二
項
二
文
）。

た
と
え
ば
、
成
人
家
庭
内
子
が
父
に
家
政
費
用
の
支
払
の
た
め
に
多
額
の
金
銭
を
給
付
し
、
そ
の
補
償
を
受
け
る
意
図
が
な
い
場
合
、
父
の

死
亡
後
に
成
人
家
庭
内
子
が
他
の
直
系
卑
属
と
並
ん
で
共
同
相
続
人
と
な
る
の
な
ら
ば
、
調
整
義
務
の
発
生
に
つ
い
て
の
要
件
を
満
た
す
こ

と
に
な
る（

91
）。

（
Ⅲ
）　

消
極
的
要
因

　

調
整
請
求
権
の
積
極
的
要
因
が
充
足
さ
れ
た
と
し
て
も
、
調
整
請
求
権
の
発
生
が
確
定
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
二
〇
五
七
条
ａ
の
目

的
は
、
特
別
給
付
の
調
整
に
よ
り
全
て
の
直
系
卑
属
を
平
等
に
取
扱
う
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
直
系
卑
属
が
被
相
続

　
（
一
一
一
〇
）
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人
か
ら
適
切
な
報
酬
を
受
け
る
こ
と
な
く
給
付
を
し
た
場
合
に
調
整
請
求
権
は
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
の
財

産
か
ら
既
に
対
価
を
得
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
直
系
卑
属
に
遺
産
を
引
当
て
と
す
る
債
権
が
帰
属
す
る
場
合
、
調
整
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
調
整
請
求
権
は
そ
の
他
の
請
求
権
に
対
し
て
補
充
的
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。
従
っ
て
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
調
整
請
求
権
の

発
生
を
認
め
る
た
め
に
は
、
適
切
な
報
酬
を
受
け
て
い
た
か
等
に
加
え
て
、
た
と
え
ば
雇
傭
契
約
上
、
労
働
法
上
も
し
く
は
組
合
法
上
の
請

求
権
と
い
っ
た
、
そ
の
他
の
債
権
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

特
別
給
付
を
し
た
直
系
卑
属
が
調
整
を
請
求
す
る
場
合
と
は
逆
に
、
調
整
請
求
権
の
排
除
に
か
か
わ
る
主
張
及
び
立
証
負
担
は
、
特
別
給

付
を
し
て
い
な
い
そ
の
他
の
直
系
卑
属
に
帰
せ
ら
れ
る（

92
）。

従
っ
て
、
調
整
請
求
権
の
排
除
を
主
張
す
る
直
系
卑
属
は
、
当
該
給
付
に
は
適
切

な
報
酬
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
は
そ
の
合
意
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
も
し
く
は
、
当
該
給
付
に
よ
り
、
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基
づ
く
請
求
権

が
給
付
者
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、
必
要
な
ら
ば
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基
づ

く
請
求
権
の
存
在
の
立
証
責
任
を
、
特
別
給
付
を
し
て
い
な
い
そ
の
他
の
直
系
卑
属
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
形
式
的
で
あ
る
と
の
批

判
が
見
ら
れ
る
。
特
別
給
付
を
し
て
い
な
い
そ
の
他
の
直
系
卑
属
が
他
の
請
求
権
の
存
在
を
立
証
す
れ
ば
、
た
と
え
調
整
請
求
権
を
排
除
し

た
と
し
て
も
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基
づ
く
請
求
権
が
特
別
給
付
を
し
た
直
系
卑
属
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
特
別
給
付
を
し
た
直
系
卑

属
の
利
益
と
も
な
っ
て
、
一
見
し
て
奇
妙
な
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る（

93
）。

（
ⅰ
）　

適
切
な
報
酬
・
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基
づ
く
請
求
権

　

直
系
卑
属
が
被
相
続
人
か
ら
報
酬
を
受
け
て
い
る
場
合
、
調
整
請
求
権
は
生
じ
な
い
。
被
相
続
人
か
ら
既
に
報
酬
を
受
取
っ
て
い
る
必
要

は
無
く
、
被
相
続
人
と
の
合
意
（
例
え
ば
雇
傭
関
係
や
労
働
関
係
に
基
づ
く
合
意
等
）
に
よ
っ
て
、
直
系
卑
属
に
報
酬
請
求
権
が
帰
属
す
る

と
い
う
場
合
も
同
様
で
あ
る
（
二
項
一
文
前
段
）。
従
っ
て
、
調
整
請
求
権
発
生
の
要
件
と
し
て
、
給
付
は
無
償
で
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
（
一
一
一
一
）
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な
い
。
も
っ
と
も
、
調
整
請
求
権
を
排
除
す
る
報
酬
は
、
給
付
の
価
値
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
た
め
、
与
え
ら
れ

た
報
酬
が
僅
か
に
小
遣
い
程
度
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
調
整
請
求
権
が
発
生
し
得
る
。
血
縁
関
係
を
理
由
に
、
合
意
さ
れ
た
報
酬
が
明
ら

か
に
給
付
の
価
値
を
下
回
る
場
合
、
部
分
的
に
無
償
の
給
付
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
無
償
の
部
分
に
つ
い
て
の
み
、
調
整

が
考
慮
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
無
償
部
分
が
僅
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
調
整
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
財
産

の
維
持
ま
た
は
増
加
に
特
別
に
貢
献
し
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る（

94
）。

　

さ
ら
に
、
契
約
上
の
報
酬
の
合
意
が
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
直
系
卑
属
に
そ
の
給
付
に
つ
い
て
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基
づ

く
請
求
権
が
帰
属
し
て
い
る
場
合
、
調
整
請
求
権
は
排
除
さ
れ
る
（
二
項
一
文
後
段
）。
こ
れ
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
事
務
管
理
に
よ

る
請
求
権
（
六
七
七
条
以
下
）
や
、
い
わ
ゆ
る
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
権
（
八
一
二
条
以
下
）
等
が
考
慮
さ
れ
る
。

　

上
記
の
被
相
続
人
に
対
す
る
契
約
上
ま
た
は
法
定
の
請
求
権
は
、
被
相
続
人
の
死
後
に
遺
産
債
務
と
し
て
存
続
す
る
。
遺
産
債
務
は
、
遺

産
の
全
体
を
対
象
と
す
る
た
め
、
そ
の
影
響
は
給
付
者
自
身
を
含
め
た
直
系
卑
属
の
み
な
ら
ず
、
他
の
共
同
相
続
人
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

（
ⅱ
）　

立
証
の
不
成
功
・
時
効
・
放
棄
・
失
権

　

調
整
請
求
権
は
補
充
的
に
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
雇
傭
契
約
に
基
づ
く
給
付
に
対
す
る
報
酬
等
に
つ
い
て
、
直
接
的

な
請
求
権
の
要
件
を
立
証
で
き
な
い
場
合
は
別
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
反
対
給
付
の
実
現
可
能
性
が
無
い
た
め
、
給
付
の
無
償

性
が
肯
定
さ
れ
て
よ
い
と
さ
れ
る（

95
）。

　

直
系
卑
属
に
与
え
ら
れ
た
請
求
権
が
、
既
に
消
滅
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
二
〇
五
七
条
ａ
に
よ
る
調
整
は
肯
定
さ
れ
る
と
い

う
見
解
が
多
数
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
直
系
卑
属
の
給
付
に
対
し
て
被
相
続
人
の
財
産
か
ら
の
反
対
給

付
は
為
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
被
相
続
人
の
財
産
は
増
加
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
状
態
で
維
持
さ
れ
る
と
理
由
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
（
一
一
一
二
）
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し
か
し
、フ
ィ
ル
シ
ン
グ
（F

irsch
in

g

）
は
、請
求
権
を
持
つ
直
系
卑
属
は
そ
の
請
求
権
を
自
由
に
行
使
で
き
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、

時
効
に
よ
る
消
滅
の
場
合
に
調
整
を
認
め
る
見
解
に
は
説
得
力
が
無
い
と
批
判
す
る（

96
）。

も
っ
と
も
、
調
整
を
肯
定
す
る
見
解
に
お
い
て
も
、

調
整
請
求
権
と
そ
の
他
の
請
求
権
と
の
法
律
効
果
が
異
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
後
者
は
遺
産
全
体
の
負
担
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
給

付
を
し
て
い
な
い
他
の
直
系
卑
属
の
み
の
負
担
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る（

97
）。

直
系
卑
属
が
そ
の
請
求
権
を
時
効

に
よ
り
消
滅
さ
せ
た
為
に
、
そ
の
他
の
直
系
卑
属
の
負
担
が
増
す
と
い
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
多
く
の
見
解
は
、
直
系
卑
属
が
時
宜
に
応
じ
て
権
利
を
行
使
し
て
い
た
な
ら
ば
受
取
っ
て
い
た
だ
ろ
う
部
分
に
つ
い
て
ま
で
の
調
整
請

求
が
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
残
り
の
損
害
は
、
調
整
請
求
権
者
で
あ
る
直
系
卑
属
自
身
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る（

98
）。

　

こ
れ
と
は
反
対
に
、
直
系
卑
属
が
そ
の
請
求
権
を
放
棄
（V

erzicht

）
の
ゆ
え
に
失
っ
た
の
な
ら
ば
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
調
整
請
求
権
は

考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
通
常
、
矛
盾
行
為
の
禁
止
（V

erbot w
idersprüchlichen V

erhaltens

）
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る（

99
）。

　

ま
た
、
失
権
（V

erw
irkung （

100
））

の
場
合
は
、
放
棄
と
同
様
に
調
整
を
請
求
で
き
な
い
と
す
る
見
解
と
、
時
効
と
同
様
に
調
整
を
請
求
で

き
る
と
す
る
見
解
に
分
か
れ
て
い
る（

101
）。

第
四
節　

調
整
額
の
範
囲

　

立
法
者
は
、
直
系
卑
属
に
よ
る
個
々
の
給
付
及
び
そ
の
価
額
を
厳
密
に
検
算
す
る
こ
と
を
意
識
的
に
回
避
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず

れ
に
せ
よ
細
目
の
全
て
を
検
算
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
く（

102
）、

被
相
続
人
と
そ
の
直
系
卑
属
間
の
血
縁
関
係
を
適
切
に
評
価
し
て
い
な
い
と

す
る
た
め
で
あ
る（

103
）。そ

の
代
わ
り
と
し
て
、次
の
二
つ
の
基
盤
を
も
と
に
公
平
性
に
照
ら
し
て
調
整
額
が
算
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
三
項
）。

　

一
つ
目
の
算
定
基
盤
は
、
直
系
卑
属
に
よ
り
さ
れ
た
給
付
に
置
か
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
の
範
囲
及
び
ど
の
程
度
の
期
間

に
わ
た
り
直
系
卑
属
は
給
付
を
し
て
い
た
か
、
ど
の
程
度
の
費
用
を
要
し
た
か
、
並
び
に
ど
の
程
度
看
護
活
動
に
お
け
る
所
得
の
損
失
（
直

　
（
一
一
一
三
）
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系
卑
属
の
財
産
損
失
）
を
生
じ
た
か
と
い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

104
）。

こ
れ
は
細
目
の
検
算
で
は
な
く
、
常
識
及
び
公
平
性

に
適
う
額
を
算
出
す
る
と
の
目
的
を
も
っ
て
、
大
ま
か
に
広
く
全
体
を
一
覧
す
べ
き
で
あ
る（

105
）。

　

二
つ
目
に
、
被
相
続
人
の
遺
産
の
価
額
、
つ
ま
り
、
全
て
の
遺
産
債
務
が
控
除
さ
れ
た
後
、
ど
の
程
度
遺
産
と
し
て
相
続
人
に
分
配
さ
れ

る
か
と
い
う
こ
と
も
算
出
基
盤
と
さ
れ
る
。
金
銭
で
評
価
さ
れ
る
遺
産
価
額
は
、
直
系
卑
属
の
給
付
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
、
遺
産
全
体
の
維

持
ま
た
は
増
加
を
実
現
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
遺
産
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
請
求
権
は
少
な
く

見
積
も
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
逆
も
同
様
で
あ
る（

106
）。

　

被
相
続
人
の
財
産
が
専
ら
直
系
卑
属
の
給
付
活
動
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
と
い
う
場
合
が
あ
り
得
る
が
、
こ
の
場
合
に
、
調
整
に
よ
っ
て

被
相
続
人
財
産
を
使
い
果
た
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
見
解
の
大
勢
は
、
遺
産
価
額
が
算
定
基
盤
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る（

107
）。

な
お
、
超
過
受
益
返
還
義
務
の
不
存
在
を
定
め
る
二
〇
五
六
条
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
異
論
は

な
い（

108
）。

　

被
相
続
人
が
そ
の
終
意
処
分
に
お
い
て
、
直
系
卑
属
の
給
付
を
特
別
に
考
慮
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
調
整
額
を
減
じ
る
方
向
で
作

用
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
調
整
規
定
は
、
そ
も
そ
も
被
相
続
人
の
終
意
処
分
を
欠
き
、
あ
る
い
は
、
調
整
額
を

考
慮
し
な
い
法
定
相
続
の
定
め
を
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

109
）。

　

調
整
に
関
与
す
る
直
系
卑
属
が
調
整
額
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
に
至
ら
な
い
場
合
は
、
相
続
財
産
の
裁
判
籍
に
あ
た
る
訴
訟
裁
判
所
が
調

整
額
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
（
民
事
訴
訟
法
二
七
条（

110
））。

訴
訟
物
の
価
額
は
、
直
系
卑
属
に
よ
り
主
張
さ
れ
る
調
整
額
に
従
う
。
既

に
遺
産
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
分
割
手
続
き
は
、
調
整
額
に
つ
い
て
直
系
卑
属
の
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
は
被
相
続
人
に
よ
る

定
め
が
な
い
場
合
、
訴
訟
の
終
結
ま
で
停
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
家
事
・
非
訟
事
件
手
続
法
三
七
〇
条
）。

　

裁
判
所
に
金
額
算
定
に
お
け
る
裁
量
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
調
整
請
求
権
者
の
立
証
義
務
は
軽
減
さ
れ
て
い
る（

111
）。

し
か
し
、

　
（
一
一
一
四
）
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給
付
を
子
細
に
検
討
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
給
付
の
期
間
及
び
範
囲
、
遺
産
の
価
額
に
関
す
る
紛
争
の
場
面
で
、
全
く
証
拠
の
申
立
て
が

な
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
は
個
々
の
事
細
か
な
確
認
を
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
裁
判

所
に
よ
り
公
平
性
を
決
す
る
の
に
必
要
な
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
場
合
、
証
拠
が
申
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

112
）。

証
拠
の
評
価
は
、
民
事

訴
訟
法
二
八
七
条
二
項
に
基
づ
き
個
別
の
状
況
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
調
整
請
求
権
者
は
調
整
請
求
権
の
根
拠
及
び
価
額
の

算
定
を
可
能
と
す
る
の
に
十
分
な
、
具
体
的
で
確
定
可
能
な
事
実
を
申
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

113
）。

第
五
節　

調
整
の
実
行

　

同
順
位
の
相
続
人
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
相
続
開
始
と
共
に
相
続
人
共
同
関
係
（E

rbengem
einschaft

）
が
生
じ
、
遺
産
の
帰
属
先

が
確
定
す
る
ま
で
の
間
、
遺
産
は
共
同
相
続
人
の
合
有
に
属
し
、
共
同
相
続
人
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
（
二
〇
三
八
条
一
項
一
文
）。
相
続
人

の
一
人
が
遺
産
を
全
て
相
続
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
遺
産
の
分
割
に
よ
り
、
最
後
の
目
的
物
の
帰
属
先
が
確
定
す
る
と
相
続
人
の
共
同
関
係

は
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

遺
産
分
割
は
、
ま
ず
遺
産
債
務
を
支
払
い
（
二
〇
四
六
条
）、
次
い
で
共
同
相
続
人
間
の
合
意
に
基
づ
き
残
余
分
の
分
割
を
行
う
。
直
系

卑
属
に
よ
る
特
別
給
付
の
調
整
も
ま
た
、二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
と
並
ん
で
遺
産
分
割
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
二
〇
五
七
条
ａ
の
調
整
は
、

同
条
三
項
で
算
出
さ
れ
た
調
整
額
を
調
整
請
求
権
者
の
相
続
分
に
加
算
し
、
同
時
に
、
調
整
に
関
与
す
る
共
同
相
続
人
に
帰
属
す
る
遺
産
か

ら
調
整
額
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
（
同
条
四
項
）。

　

調
整
手
続
き
は
次
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
完
了
す
る
。
差
当
た
り
、
遺
産
全
体
の
価
額
（
純
資
産
）
か
ら
調
整
に
関
与
し
な
い
共
同
相
続

人
の
相
続
分
の
価
額
が
控
除
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
被
相
続
人
の
妻
（
法
定
財
産
制
を
選
択
し
て
い
る
）
及
び
三
人
の
子
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
が

法
定
相
続
人
と
な
る
場
合
に
、
遺
産
全
体
の
価
額
（
100
）
か
ら
配
偶
者
で
あ
る
妻
の
相
続
分
の
価
額
（
100
×
１／２
＝
50
）
が
控
除
さ
れ
る
こ
と

　
（
一
一
一
五
）
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に
な
る
（
一
三
七
一
条
一
項
、
一
九
三
一
条
一
項
）。
次
に
、
二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
額
が
あ
る
場
合
は
残
余
遺
産
に
加
算
し
、
二
〇
五

七
条
ａ
の
調
整
額
が
あ
る
場
合
は
残
余
遺
産
か
ら
減
算
す
る
。
被
相
続
人
か
ら
子
Ａ
へ
の
調
整
義
務
の
あ
る
生
前
贈
与
（
10
）
及
び
子
Ｂ
に

よ
る
調
整
義
務
の
あ
る
特
別
給
付
（
15
）
が
あ
っ
た
場
合
、
45
（
50
＋
10
―
15
）
の
い
わ
ゆ
る
調
整
遺
産
（A

usgleichsnachlass

）
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
三
人
の
子
は
そ
れ
ぞ
れ
法
定
相
続
分
の
割
合
、
従
っ
て
各
自
15
（
45
×
⅓
）
ず
つ
を
受
け
取
る
。
そ
し
て

最
後
に
、
二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
義
務
の
あ
る
額
は
調
整
義
務
者
の
持
分
か
ら
控
除
さ
れ
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
調
整
義
務
の
あ
る
額
は
調

整
請
求
権
者
の
持
分
に
加
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
終
的
に
は
、
子
Ａ
は
5
（
15
―
10
）、
子
Ｂ
は
30
（
15
＋
15
）、
子
Ｃ
は
15
を
そ

れ
ぞ
れ
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。

第
六
節　

遺
留
分
へ
の
算
入

　

相
続
契
約
ま
た
は
遺
言
に
よ
っ
て
法
定
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
、
両
親
及
び
配
偶
者
は
相
続
人
に
対
し
て
遺
留
分

権
を
有
す
る
（
二
三
〇
三
条（

114
））。

遺
留
分
は
、
法
定
相
続
分
の
二
分
の
一
で
あ
る
が
、
二
三
一
六
条（

115
）に

よ
り
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
調
整
義
務

が
遺
留
分
の
算
定
の
際
に
も
存
続
す
る
た
め
、
遺
留
分
額
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
〇
五
〇
条
以
下
及
び
二
〇
五
七
条
ａ
の
規
定
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
二
三
一
六
条
に
基
づ
く
遺
留
分
算
定
も
ま
た
、
調
整
当
事
者
、
す
な
わ
ち
直
系
卑
属
間
で
の
み
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
法
定
相
続
の
際
に
直
系
卑
属
に
帰
属
し
て
い
た
だ
ろ
う
遺
産
部
分
に
制
限
さ
れ
る
。
遺
留
分
請
求
は
金
銭
給
付
に
よ

り
実
現
さ
れ
る
。

　

遺
留
分
の
算
定
は
、
法
定
相
続
だ
っ
た
な
ら
ば
得
ら
れ
た
相
続
分
を
そ
の
基
準
と
す
る
た
め
、
二
〇
五
七
条
ａ
に
定
め
ら
れ
る
性
質
の
給

付
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ま
ず
二
〇
五
七
条
ａ
四
項
に
基
づ
い
た
調
整
相
続
分
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
被
相
続
人
に

単
独
相
続
人
と
し
て
指
定
し
た
妻
（
法
定
財
産
制
を
選
択
し
て
い
る
）
及
び
二
人
の
子
Ａ
、
Ｂ
が
居
る
場
合
、
ま
ず
遺
産
全
体
の
価
額

　
（
一
一
一
六
）
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（
100
）
か
ら
妻
の
相
続
分
の
価
額
（
100
×
１／２
＝
50
）
が
控
除
さ
れ
る
（
一
三
七
一
条
一
項
、
一
九
三
一
条
一
項
）。
Ａ
は
調
整
義
務
の
あ
る
生

前
贈
与
と
し
て
20
を
受
取
り
、
Ｂ
は
調
整
義
務
の
あ
る
特
別
給
付
（
10
）
を
し
て
い
た
と
す
る
と
、
残
余
財
産
に
つ
き
各
自
の
調
整
義
務
を

考
慮
し
た
二
人
の
子
の
調
整
相
続
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
子
Ａ
に
つ
き
10
（（
50
＋
20
―
10
）×
１／２
―
20
）、
子
Ｂ
に
つ
き
40
（（
50
＋
20
―
10
）×

１／２
＋
10
）
で
あ
る
。
遺
留
分
は
こ
う
し
て
算
定
さ
れ
た
調
整
相
続
分
の
半
額
で
あ
る
の
で
、
結
局
子
Ａ
の
調
整
遺
留
分
は
5
、
子
Ｂ
の
調
整

遺
留
分
は
20
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
妻
に
金
銭
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
例
で
、
単
独
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
の
が
特
別
給
付
を
し
た
子
Ｂ
で
あ
る
場
合
で
も
、
子
Ａ
か
ら
の
遺
留
分
請
求
に
対
し
て
、
給
付

の
調
整
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

116
）。

第
七
節　

小
括

　

以
上
の
通
り
二
〇
〇
九
年
相
続
法
改
正
以
前
に
お
け
る
二
〇
五
七
条
ａ
の
制
度
内
容
を
概
観
し
て
き
た
が
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
寄
与
分

規
定
は
ま
さ
に
、
家
族
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
共
働
等
を
、
被
相
続
人
の
死
亡
後
、
純
粋
に
相
続
の
枠
内
で
公
平
性
に
照
ら
し
清
算
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
。
制
度
の
要
点
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
給
付
の
調
整
は
一
定
の
場
合
に
直
系
卑
属
間
で
の
み
為

さ
れ
る
こ
と
、
調
整
の
対
象
と
な
る
給
付
は
、
特
別
給
付
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
評
価
は
相
対
的
で
あ
る
こ
と
、
給
付
に
対
す
る
適
切

な
報
酬
を
受
け
、
ま
た
は
、
合
意
が
為
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
ず
、
調
整
請
求
権
は
そ
の
他
の
請
求
権
に
対
し
て
補
充
的
に
機
能
す
る
こ
と
、

調
整
額
の
算
定
は
、
給
付
の
期
間
及
び
範
囲
並
び
に
遺
産
の
価
額
を
考
慮
し
て
、
公
平
で
あ
る
よ
う
に
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
給
付

の
細
目
の
検
算
は
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
調
整
の
実
行
は
、
二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
と
同
様
に
遺
産
分
割
時
に
な
さ
れ
る
こ
と
、
二
〇

五
七
条
ａ
は
任
意
規
定
で
あ
り
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
変
更
ま
た
は
排
除
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
遺
留
分
の
算
定
の
基
礎
と

し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
一
一
一
七
）
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相
続
法
に
お
い
て
直
系
卑
属
の
特
別
給
付
に
対
す
る
補
償
の
解
決
方
法
を
こ
う
し
て
新
た
に
設
置
し
た
こ
と
に
よ
り
、
労
働
法
や
組
合
法

上
の
法
律
構
成
を
用
い
て
共
働
に
対
す
る
適
切
な
補
償
を
す
る
と
い
う
従
前
の
努
力
は
、
調
整
請
求
権
の
補
充
性
ゆ
え
に
完
全
に
不
要
と
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
き
く
そ
の
必
要
性
を
失
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

117
）。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
法
律
構
成
は
、
債
務
法
上
の
交
換
関
係
の

も
と
に
為
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
家
族
給
付
の
実
情
に
適
し
て
お
ら
ず
、
相
続
法
上
の
調
整
と
い
う
反
対
給
付
は
必
ず
し
も
実
際
上
期
待
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、﹁
立
法
者
が
、
家
族
の
連
帯
に
よ
る
給
付
物
を
少
な
く
と
も
受
領
者
の
死
後
に
正
当
に
評
価
す
る
た

め
に
、
独
自
の
相
続
法
上
の
制
度
を
創
設
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る（

118
）﹂

と
も
評
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
二
〇
五
七
条
ａ
は
手
放
し
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
規
定
の
曖
昧
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
成
立
当
初
か
ら
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
で
さ
え
紛
争
の
契
機
と
な
り
や
す
い
相
続
分
配
の
場

面
で
、
こ
う
し
た
曖
昧
な
公
平
規
定
は
、
紛
争
を
一
層
増
大
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
て
い
た（

119
）。

な
ぜ
な
ら
、
二
〇
五
七
条
ａ
に
お
け
る

個
々
の
構
成
要
件
要
素
は
、
極
め
て
柔
軟
で
あ
り
、
確
固
た
る
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、﹁
特
別
給
付
﹂

の
評
価
に
つ
い
て
も
、
何
を
も
っ
て
﹁
長
期
間
﹂
や
﹁
多
額
﹂
と
言
え
る
の
か
、
ど
の
視
点
（
被
相
続
人
か
直
系
卑
属
か
）
か
ら
見
て
﹁
多

額
﹂
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
被
相
続
人
財
産
の
維
持
ま
た
は
増
加
に
﹁
特
別
に
﹂
寄
与
し
た
と
言
え
る
の
か
等
の
要
素
が
、
規
定
の

文
言
自
体
に
お
い
て
極
め
て
不
鮮
明
で
あ
る（

120
）。

そ
の
結
果
、
規
定
の
解
釈
運
用
は
不
安
定
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
適
否
は
、
最
終
的
に

は
裁
判
所
の
評
価
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
公
表
さ
れ
た
裁
判
例
で
、
二
〇
五
七
条
ａ
に
関
す
る
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
一
般
に
二
〇
五
七
条
ａ

の
実
質
的
要
件
に
関
し
て
は
、オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
地
方
裁
判
所
（O

L
G

 O
ldenburg

）
の
一
九
九
八
年
一
二
月
一
日
判
決（

121
）が

引
用
さ
れ
、

二
〇
五
七
条
ａ
に
基
づ
く
給
付
に
つ
い
て
二
三
一
六
条
の
判
断
の
要
件
と
し
て
連
邦
通
常
裁
判
所
の
一
九
九
九
年
一
二
月
九
日
判
決（

122
）が

引
用

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い（

123
）。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
評
価
に
規
定
の
解
釈
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
調
整
請
求
権
が

　
（
一
一
一
八
）
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そ
の
他
の
法
律
原
因
に
対
し
て
補
充
的
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
二
人
の
直
系
卑
属
が
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

が
、
適
用
範
囲
を
狭
め
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

124
）。

　

批
判
の
矛
先
は
、
配
偶
者
が
二
〇
五
七
条
ａ
の
調
整
当
事
者
で
な
い
こ
と
に
も
ま
た
向
け
ら
れ
て
い
る
。
非
嫡
出
子
法
に
よ
り
、
二
〇
五

七
条
ａ
と
同
様
の
理
由
、
す
な
わ
ち
、
非
嫡
出
子
が
相
続
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
り
受
け
る
不
当
性
か
ら
、
一
九
三
一
条
四
項（

125
）が

新
た
に
創

設
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
別
産
制
を
選
択
す
る
配
偶
者
も
他
方
配
偶
者
の
死
亡
時
に
、
子
と
同
じ
持
分
を
相
続
す
る
と
い
う
包
括
的
な
調
整

の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た（

126
）。

し
か
し
、
直
系
卑
属
の
給
付
と
は
異
な
り
、
包
括
的
な
規
定
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
詳
細

な
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
単
に
﹁
共
働
の
価
額
の
算
定
は
不
可
能
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

127
）﹂

と
述
べ
て
い
た
に
過

ぎ
な
い
。
な
に
ゆ
え
に
配
偶
者
が
二
〇
五
七
条
ａ
の
関
与
者
か
ら
除
外
さ
れ
、
共
働
の
価
額
の
算
定
が
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
か

が
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、ブ
ラ
ー
ガ
（B

ra
ga

）
は
、﹁
立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
、二
つ
の
規
定
（
一

九
三
一
条
四
項
と
二
〇
五
七
条
ａ
）
は
、
同
様
の
構
成
要
件
及
び
同
様
の
法
律
効
果
を
示
す
、
ほ
と
ん
ど
同
様
の
機
能
（＂
無
償
共
働
＂
の

補
償
）
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⋮
⋮
し
か
し
、
な
に
ゆ
え
に
生
存
配
偶
者
に
よ
る
共
働
及
び
⋮
⋮
そ
の
他
の
給
付
の
評
価
が
、
直

系
卑
属
に
よ
る
場
合
よ
り
も
、
比
較
の
対
象
と
な
り
得
ず
困
難
で
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
存
配
偶
者
の
共
働
は
、
そ

う
で
な
く
て
も
、
個
々
の
関
与
者
の
寄
与
の
範
囲
及
び
価
額
を
画
定
す
る
た
め
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

128
）﹂

と
し
、
二
〇
五
七
条
ａ

の
調
整
当
事
者
に
生
存
配
偶
者
を
含
め
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
シ
ー
マ
ン
（S

ch
iem

a
n

n

）
は
、﹁
ど
の
よ
う
に
し
て

通
常
存
す
る
連
帯
に
よ
る
給
付
の
無
償
性
が
直
系
卑
属
相
互
間
の
関
係
で
の
み
修
正
さ
れ
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
一

層
緊
迫
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
⋮
⋮
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
が
少
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
二
〇

五
七
条
ａ
、
二
三
一
六
条
で
は
、
調
整
、
と
り
わ
け
介
護
給
付
を
理
由
と
す
る
調
整
に
つ
い
て
、
な
お
利
用
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
痴
呆
症
患
者
で
あ
る
高
齢
者
の
要
介
護
性
が
一
層
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
調
整
の
必
要
性
は
絶
え
間
な
く
増
加
し

　
（
一
一
一
九
）
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て
い
る
。
家
族
の
連
帯
に
よ
る
給
付
に
よ
っ
て
介
護
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
、
多
く
の
事
案
で
不
可
欠
で
あ
る（

129
）﹂

と
し
、
介
護
給
付
に
対

す
る
調
整
の
必
要
性
を
併
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
こ
数
年
、
法
政
策
上
の
議
論
の
的
で
あ
っ
た
相
続
法
は
、
次
章
で
記
述
す
る
二
〇
〇
九
年
改
正
法
に
よ
り
、
と
り
わ
け
、
遺
留
分
法
に

お
い
て
修
正
を
施
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
二
〇
五
七
条
ａ
に
関
し
て
、
家
族
に
よ
る
給
付
も
ま
た
新
た
に
見
直
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議

会
に
よ
る
立
法
手
続
過
程
で
は
前
述
の
よ
う
な
欠
点
も
十
分
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
五
七
条
ａ
か
ら
介
護
給
付
規
定
を
独
立
さ
せ
、
新

た
に
二
〇
五
七
条
ｂ
を
定
め
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
結
局
、
法
律
委
員
会
か
ら
の
回
答
を
受
け
、
成
立
し
た
改
正
法
は
、
二
〇
五
七

条
ａ
の
若
干
の
修
正
に
と
ど
め
る
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
が
、
審
議
過
程
の
議
論
を
概
観
す
る
こ
と
に
は
、
日
本
法
に
お
け
る
寄
与
分
の

役
割
範
囲
を
検
討
す
る
上
で
な
お
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
次
章
で
は
今
回
の
相
続
法
改
正
に
つ
い
て
二
〇
五
七
条
ａ

に
関
連
す
る
議
論
を
中
心
に
見
て
い
く
。

第
四
章　

ド
イ
ツ
寄
与
分
規
定
の
改
正

第
一
節　

二
〇
〇
九
年
相
続
法
改
正
の
経
緯

第
一
款　

連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
四
月
一
九
日
決
定

　

二
〇
〇
八
年
一
月
三
〇
日
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
、﹁
相
続
法
及
び
時
効
法
の
修
正
に
関
す
る
法
律
草
案
（E

ntw
urf eines G

esetzes 

zur Ä
nderung des E

rb-und V
erjährungsrechts （

130
））﹂（

以
下
で
は
﹁
政
府
草
案
﹂
と
い
う
。）
を
公
表
し
た
。
こ
の
政
府
草
案
に
沿
っ
て

改
正
法
が
成
立
し
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
を
も
っ
て
施
行
さ
れ
て
い
る
。
政
府
草
案
の
目
的
、
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
紹
介
・
検
討
す
る

前
提
と
し
て
、
今
回
の
相
続
法
改
正
の
契
機
と
な
り
、
政
府
草
案
に
お
い
て
判
断
枠
組
み
を
考
慮
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
四
月
一
九
日
連
邦
憲

　
（
一
一
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〇
）
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法
裁
判
所
決
定（

131
）に

つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
当
該
決
定
は
、
二
つ
の
憲
法
異
議
に
対
し
て
判
断
を
下
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
提
と

な
る
事
実
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
事
案
は
、
被
相
続
人
で
あ
る
母
親
の
子
Ａ
（
抗
告
人
）
が
、
遺
言
に
よ
り
相
続
か
ら
廃
除
さ
れ
た
子
Ｂ
（
被
抗
告
人
）
の
遺
留

分
請
求
に
よ
り
そ
の
支
払
い
を
命
じ
た
民
事
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
異
議
を
申
立
て
た
事
件
で
あ
る（

132
）。

被
相
続
人
は
、
生
前
、
精
神
疾
患

を
持
つ
Ｂ
と
同
居
し
て
い
た
が
、
Ｂ
に
よ
り
暴
行
・
虐
待
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
被
相
続
人
は
そ
の
遺
言
に
お
い
て
、
Ａ

を
単
独
相
続
人
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
た
が
、
再
度
Ｂ
に
よ
り
暴
行
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
の
相
続
人
指
定
の
確
認
及
び
Ｂ
の
相
続
分
を

剥
奪
す
る
旨
の
遺
言
を
作
成
し
た
。
そ
の
後
、
Ｂ
は
精
神
病
棟
へ
の
収
容
命
令
に
対
す
る
不
安
と
怒
り
か
ら
、
被
相
続
人
を
殺
害
し
、
そ
の

遺
体
を
山
林
に
遺
棄
し
た
。
Ｂ
は
、
そ
の
精
神
状
態
か
ら
刑
事
罰
を
問
い
得
な
い
と
さ
れ
、
精
神
病
院
に
措
置
入
院
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
は
世

話
人
を
通
じ
て
Ａ
に
遺
留
分
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
地
方
裁
判
所
及
び
上
級
地
方
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
た
。
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
は

殺
害
時
及
び
被
相
続
人
の
生
前
に
お
け
る
暴
行
・
虐
待
時
も
責
任
無
能
力
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
遺
留
分
剥
奪
事
由
（
旧
二
三
三
三

条
一
号
・
二
号
）
に
も
遺
留
分
欠
格
事
由
（
二
三
三
九
条
一
項
、
二
三
四
五
条
二
項
）
に
も
該
当
し
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
た
め
、
Ａ
は
、

基
本
法
一
四
条
一
項
及
び
六
条
一
項
に
基
づ
く
基
本
権
の
侵
害
を
主
張
し
た（

133
）。

　

二
つ
目
の
事
案
は
、
被
相
続
人
の
妻
Ｃ
（
抗
告
人
）
が
、
被
相
続
人
の
息
子
Ｄ
（
被
抗
告
人
）
へ
の
遺
産
に
関
す
る
情
報
開
示
を
命
じ
た

民
事
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
異
議
を
申
立
て
た
事
件
で
あ
る（

134
）。

被
相
続
人
は
、
肺
病
及
び
不
整
脈
を
患
っ
て
お
り
、
一
時
的
に
入
院
し
て

治
療
し
て
い
た
。
被
相
続
人
は
Ｄ
の
子
と
の
面
会
交
流
や
文
通
を
希
望
し
て
い
た
が
、
被
相
続
人
の
退
院
後
に
Ｄ
は
こ
れ
を
拒
絶
し
、
被
相

続
人
か
ら
Ｄ
の
子
宛
へ
の
手
紙
を
返
送
す
る
な
ど
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
被
相
続
人
は
遺
言
に
お
い
て
、
Ｃ
を
先
位
相
続
人
に
指
定

し
、
Ｄ
の
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
旨
を
記
し
た
。
被
相
続
人
の
死
亡
後
、
Ｄ
は
遺
留
分
請
求
権
を
主
張
し
、
段
階
の
訴
え
を
申
立
て
、
遺
産
に

関
す
る
情
報
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｃ
は
有
効
な
遺
留
分
剥
奪
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
地
方
裁
判
所
は
、
Ｃ
に
遺
産
に
関
す
る

　
（
一
一
二
一
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情
報
開
示
を
命
じ
、
ベ
ル
リ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
も
身
体
の
健
康
状
態
に
影
響
し
な
い
行
為
は
、
遺
留
分
剥
奪
に
十
分
で
は
な
い
こ
と
、
少

な
く
と
も
旧
二
三
三
三
条
二
号
は
、
条
件
付
き
で
故
意
の
行
為
を
要
件
と
し
て
い
る
な
ど
と
し
て
、
控
訴
を
却
下
し
た
。
こ
の
た
め
、
Ｃ
は
、

基
本
法
一
四
条
一
項
、
三
条
一
項
及
び
一
〇
三
条
一
項
を
理
由
に
、
基
本
権
の
侵
害
を
主
張
し
た
。

　

以
上
の
二
つ
の
憲
法
異
議
に
際
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
子
の
遺
留
分
に
関
す
る
諸
規
定
及
び
遺
留
分
剥
奪
・
遺
留
分
欠
格
の
要
件

に
つ
き
、
憲
法
適
合
性
の
判
断
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
そ
の
決
定
に
お
い
て
、
子
に
遺
留
分
を
認
め
る
こ
と
は
合
憲

で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
被
相
続
人
の
子
の
遺
留
分
は
原
則
的
に
奪
う
こ
と
が
で
き
ず
、（
扶
養
の
）
必
要
性
と
は
無
関
係
の
も
の
と
し
て

遺
産
に
つ
い
て
の
経
済
上
の
最
低
限
の
持
分
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
う
し
た
子
の
最
低
限
の
持
分
を
正
当
化
す
る

た
め
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
根
拠
を
挙
げ
て
い
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
最
初
に
挙
げ
た
の
は
、
現
行
遺
留
分
権
の
歴
史
的
発
展
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
人
の
意
思
を
制
限
す
る
と
い
う

意
味
で
の
遺
留
分
権
は
、
ロ
ー
マ
法
に
起
源
を
持
つ
長
い
伝
統
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
様
に
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
他
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
相
続
法
秩
序
と
原
則
的
に
一
致
し
て
い
る
。
子
の
強
制
的
な
持
分
は
、
遺
言
の
自
由
及
び
相
続
人
の
取
得
権
と
並
ん
で
伝
統

的
な
ド
イ
ツ
相
続
法
の
中
心
要
素
と
し
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
号
の
相
続
権
の
保
障
に
よ
り
制
度
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
被
相
続
人
の
相
続
さ
せ
る
自
由
は
、
既
に
所
有
権
自
由
の
顕
れ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
号
に

お
い
て
、
所
有
権
の
保
障
と
並
ん
で
別
個
に
相
続
権
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
基
本
法
は
、
相
続
権
の
保
障
が
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由

の
保
障
を
超
え
る
独
自
の
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
し
た
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
号
に
よ
る
相
続
権
の
保
障
と
、
基
本
法
六
条
一
項
に
よ
る
被
相
続
人
と
子
と
の
関
係
の
保
護
と

の
密
接
的
な
結
び
つ
き
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
国
家
に
、
両
親
と
子
か
ら
成
る
家
族
共
同
体
を
非
財
産
的
・
人
格
的
に
も

財
産
的
・
経
済
的
に
も
促
進
す
る
義
務
を
課
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
両
親
及
び
子
の
相
互
に
助
力
し
配
慮
す
る
義
務
と
い
っ
た
家
族
の

　
（
一
一
二
二
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責
任
が
憲
法
上
の
保
護
を
享
受
す
る
。
相
続
法
に
お
い
て
、
子
の
強
制
的
な
遺
産
持
分
は
、
被
相
続
人
と
子
の
原
則
的
に
解
消
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
権
利
の
み
な
ら
ず
義
務
を
も
負
う
家
族
的
連
帯
の
顕
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
家
族
財
産
の
取
得
や
維
持
は
、
精
神
的
及
び
経
済
的
な

被
相
続
人
の
寄
与
に
も
子
の
寄
与
に
も
基
づ
い
て
お
り
、
家
族
財
産
の
使
用
は
、
被
相
続
人
と
子
が
共
同
し
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
遺
留
分
権
は
財
産
所
有
者
の
死
亡
後
に
も
財
産
及
び
家
族
の
精
神
的
、
あ
る
い
は
経
済
的
な
繋
が
り
の
維
持
を
可
能
と
す
る
。
さ
ら

に
、
ま
さ
に
被
相
続
人
と
子
と
の
間
が
疎
遠
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
に
、
遺
留
分
権
は
、
被
相
続
人
の
財
産

処
分
決
定
の
自
由
を
制
限
す
る
一
方
で
、
家
族
の
保
護
機
能
を
果
た
す
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
遺
留
分
の
合
憲
性
及
び
子
の
最
低
限
の
持
分
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
二
つ
の
事
案
に
お
け
る
基
本
権
侵
害
主
張
は
退
け
ら
れ
た（

135
）。

政
府
草
案
で
は
、
当
該
決
定
で
示
さ
れ
た
根
拠

の
う
ち
、
と
り
わ
け
家
族
的
連
帯
と
遺
留
分
の
家
族
保
護
機
能
と
を
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
遺
留
分
の

合
憲
性
と
憲
法
上
の
保
障
を
前
提
と
し
て
改
正
内
容
が
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
款　

家
族
的
連
帯
に
よ
る
給
付
の
正
当
な
評
価
及
び
調
整
の
強
化

　

ド
イ
ツ
相
続
法
は
、
そ
の
成
立
以
来
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
大
幅
な
改
正
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
基
本
的
な
枠
組
み
を
維
持
し
て
き
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
相
続
法
は
確
か
に
い
く
つ
か
の
点
で
修
正
を
施
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
触
れ
た
非
嫡
出
子
法
導
入
時
の
改
正
の
よ

う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
家
族
法
の
改
正
の
結
果
と
し
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

136
）。

し
か
し
、
近
年
﹁
社
会
的
展
開
及
び
変
化
し
た
価
値

観
念
、
と
り
わ
け
、
個
々
の
人
格
権
を
よ
り
顧
慮
す
る
た
め
に
、
並
び
に
従
来
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
受
容
に
よ
り（

137
）﹂

相
続
法
、
と
り
わ
け
遺
留
分
法
の
改
正
の
必
要
性
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
相
続
法
の
改
正
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

政
府
草
案
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
改
正
は
、
前
款
で
触
れ
た
二
〇
〇
五
年
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
の
枠
組
み
を
考
慮
し
て
個
々
の
点
を
修
正
す

　
（
一
一
二
三
）
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る
こ
と
に
よ
り
、
今
日
の
生
活
関
係
に
相
続
法
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
政
府
草
案
は
相
続
法
改
正
に
つ
い
て
次
の
四
つ
の
基
本
指
針
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自

己
決
定
権
及
び
そ
れ
に
伴
う
被
相
続
人
の
遺
言
自
由
の
拡
張
、
遺
留
分
権
者
に
対
す
る
相
続
人
の
権
利
の
強
化
、
簡
素
化
及
び
現
代
化
の
実

行
と
家
族
法
上
及
び
相
続
法
上
の
三
〇
年
の
特
別
時
効
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
の
三
年
の
通
常
時
効
へ
の
適
合
、
並
び
に
本
款
以
降
で
中

心
的
に
取
り
扱
う
家
族
的
連
帯
に
よ
る
給
付
の
正
当
な
評
価
と
調
整
の
強
化
で
あ
る（

138
）。

　

政
府
草
案
に
よ
れ
ば
、
家
族
的
連
帯
に
よ
る
給
付
の
正
当
な
評
価
と
調
整
の
強
化
に
関
し
て
、
平
均
寿
命
の
上
昇
及
び
そ
の
結
果
、
全
体

人
口
に
対
す
る
要
介
護
者
の
割
合
の
上
昇
と
い
う
社
会
状
況
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
五

年
に
お
い
て
平
均
寿
命
が
男
性
約
七
三
歳
、
女
性
約
七
九
歳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
お
い
て
は
既
に
男
性

約
七
六
歳
、
女
性
約
八
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
既
に
約
二
〇
〇
万
人
の
要
介
護
者
が
ド
イ
ツ
に
存
在
し
、
そ
の
う
ち
の
三
分
の
二
が

介
護
施
設
で
は
な
く
自
宅
で
介
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る（

139
）。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
家
族
に
よ
る
介
護
給
付
は
、
社
会
全
体

に
と
っ
て
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
家
族
に
よ
る
介
護
給
付
は
、
家
族
の
結
合
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
た
め
に
、
介
護
に
関
与
す
る
当
事
者
が
実
際
上
、
た

と
え
ば
介
護
給
付
に
対
す
る
適
切
な
報
酬
支
払
い
と
い
っ
た
本
来
必
要
な
金
銭
的
調
整
に
関
す
る
定
め
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま

た
、
被
相
続
人
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
被
相
続
人
に
給
付
さ
れ
る
介
護
保
険
金
を
介
護
し
た
家
族
に
渡
さ
な
い（

140
）。

そ
の
上
、
被
介
護
者
で
あ

る
被
相
続
人
が
遺
言
や
相
続
契
約
と
い
っ
た
死
因
処
分
に
よ
っ
て
介
護
者
の
活
動
に
対
し
て
配
慮
し
て
い
な
い
場
合
、
実
際
の
介
護
の
価
値

は
相
続
清
算
時
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
介
護
者
は
介
護
給
付
に
対
し
て
何
も
貰
え
な
い
こ
と
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
、
従

前
の
二
〇
五
七
条
ａ
一
項
二
文
で
は
、
介
護
に
よ
っ
て
職
業
収
入
を
放
棄
し
た
場
合
に
限
り
、
直
系
卑
属
の
介
護
給
付
を
調
整
す
る
こ
と
が

で
き
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
被
相
続
人
が
職
業
に
従
事
し
て
い
る
子
に
よ
っ
て
介
護
さ
れ
、
調
整
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と

　
（
一
一
二
四
）
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な
っ
て
も
、
裁
判
実
務
は
算
定
基
準
に
つ
い
て
法
的
な
拠
り
所
を
欠
く
た
め
に
、
適
切
な
報
酬
を
算
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と

い
う（

141
）。

結
局
、
被
相
続
人
の
生
前
時
に
も
死
亡
後
に
も
、
介
護
給
付
を
し
た
家
族
に
は
何
ら
補
償
が
為
さ
れ
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
及
び
従
前
の
規
定
が
抱
え
て
い
た
難
点
を
考
慮
し
て
、
家
族
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
介
護
給
付
を
正
当
に
評
価
し
、
相

続
清
算
時
に
お
け
る
調
整
を
よ
り
積
極
的
に
行
う
た
め
に
、
二
〇
五
七
条
ａ
を
修
正
す
る
提
案
が
為
さ
れ
た
。
提
案
の
具
体
的
内
容
に
つ
い

て
は
、
次
節
で
扱
う
。

第
二
節　

介
護
給
付
に
関
す
る
連
邦
政
府
草
案

　

家
族
的
連
帯
に
よ
る
給
付
の
正
当
な
評
価
及
び
調
整
の
強
化
の
達
成
の
た
め
に
、政
府
草
案
は
、二
〇
五
七
条
ａ
か
ら
そ
の
一
項
二
文
﹁
職

業
収
入
を
放
棄
し
て
長
期
に
わ
た
り
被
相
続
人
を
介
護
し
た
直
系
卑
属
も
同
様
と
す
る
﹂
を
独
立
さ
せ
、
二
〇
五
七
条
ａ
に
続
い
て
新
た
に

二
〇
五
七
条
ｂ
と
し
て
挿
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
（
そ
れ
に
伴
い
、
当
然
に
二
〇
五
七
条
ａ
一
項
二
文
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
た（

142
））。

政
府
草
案
で
示
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
法
典
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

︻
二
〇
五
七
条
ｂ
︼（
法
定
相
続
人
の
介
護
給
付
に
お
け
る
調
整
義
務
）

⑴　

被
相
続
人
を
長
期
に
わ
た
り
介
護
し
た
法
定
相
続
人
は
、
分
割
の
際
、
給
付
の
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
五
二
条

及
び
二
〇
五
七
条
ａ
二
項
並
び
に
四
項
を
準
用
す
る
。

⑵　

調
整
額
の
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
相
続
開
始
の
時
点
で
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
三
項
に
定
め
ら
れ
る
金
額
に
基
づ
き
決
定
す

る
。

　
（
一
一
二
五
）
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草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
の
要
点
の
一
つ
は
、
従
前
の
二
〇
五
七
条
ａ
が
調
整
当
事
者
を
直
系
卑
属
に
の
み
限
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
調
整

当
事
者
の
範
囲
を
法
定
相
続
人
に
拡
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
政
府
草
案
に
よ
れ
ば
、
従
前
の
二
〇
五
七
条
ａ
が
把
握
す
る
調

整
当
事
者
の
範
囲
が
狭
す
ぎ
る
た
め
に
、
介
護
者
が
共
同
相
続
人
で
は
あ
る
も
の
の
直
系
卑
属
で
は
な
い
場
合
、
介
護
者
の
相
続
分
は
義
務

を
超
え
て
為
さ
れ
た
介
護
を
反
映
し
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
直
系
卑
属
の
み
な
ら
ず
法
定
相
続
人
に
調
整
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
を
提
案

し
た
と
い
う
の
で
あ
る（

143
）。

そ
の
上
で
さ
ら
に
、
調
整
義
務
が
直
系
卑
属
に
の
み
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
的
な
理
由
は
な

い
と
す
る
。
確
か
に
、
二
〇
五
〇
条
以
下
及
び
二
〇
五
七
条
ａ
は
全
て
の
直
系
卑
属
が
同
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
の
み
を
規
定
し
て
い
る
が
、

原
則
的
に
そ
れ
ら
の
規
定
が
予
定
す
る
直
系
卑
属
へ
の
出
捐
（
た
と
え
ば
二
〇
五
〇
条
一
項
に
お
け
る
生
計
の
資
本
や
二
項
の
教
育
準
備
費

用
）
及
び
被
相
続
人
へ
の
給
付
（
た
と
え
ば
二
〇
五
七
条
ａ
一
項
一
文
の
被
相
続
人
の
家
政
、
職
業
及
び
事
業
に
お
け
る
共
働
）
と
い
う
の

は
、
典
型
的
に
両
親
と
子
と
の
間
で
為
さ
れ
る
出
捐
及
び
給
付
で
は
あ
る
も
の
の
、
ま
さ
に
介
護
給
付
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
通
常
の
状

況
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
抵
は
子
が
両
親
の
介
護
を
引
き
受
け
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
生
涯
子
を
持
た
な
い
夫
婦
が

増
加
し
て
い
る
と
い
う
現
状
を
考
え
る
と
、
子
を
持
た
な
い
被
相
続
人
の
介
護
を
、
た
と
え
ば
そ
の
兄
弟
姉
妹
が
引
き
受
け
た
場
合
に
、
相

続
権
を
有
す
る
そ
の
他
の
兄
弟
姉
妹
と
の
関
係
で
考
慮
さ
れ
な
い
根
拠
は
な
い
と
説
明
し
て
い
る（

144
）。

　

職
業
収
入
の
放
棄
と
い
う
要
件
を
削
除
し
た
こ
と
も
ま
た
、
調
整
当
事
者
の
範
囲
の
拡
張
と
同
様
に
規
定
が
把
握
す
る
範
囲
が
狭
す
ぎ
る

と
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
の
要
点
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
職
業
収
入
の
放
棄
と
い
う
要
件
は
極
め
て
多
く

の
事
例
に
お
い
て
調
整
を
排
除
し
て
い
た
。
自
身
の
子
供
の
世
話
や
教
育
を
し
な
が
ら
、
そ
の
両
親
を
介
護
す
る
主
婦
は
、
そ
も
そ
も
職
業

に
従
事
し
て
い
な
い
た
め
に
、
職
業
収
入
を
放
棄
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
調
整
の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
遺
産
分
割
の
際
に
介
護
給
付
の
た

め
の
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
草
案
は
、
職
業
収
入
の
放
棄
と
い
う
要
件
が
為
さ
れ
た
介
護
の
価
値
を
正

当
に
評
価
し
て
お
ら
ず
、
現
実
に
即
し
て
い
な
い
こ
と
、
た
と
え
介
護
の
た
め
に
職
業
収
入
を
放
棄
し
て
い
な
い
者
で
も
、
正
当
に
評
価
さ

　
（
一
一
二
六
）
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れ
る
べ
き
重
要
な
職
責
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
通
常
他
に
任
せ
る
と
費
用
が
嵩
張
る
介
護
を
家
族
が
行
う
こ
と
に
よ

り
被
相
続
人
の
財
産
を
減
少
さ
せ
な
い
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
当
該
要
件
を
削
除
す
る
と
し
て
い
た（

145
）。

　

な
お
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
一
項
は
、
二
〇
五
七
条
ａ
二
項
を
準
用
す
る
た
め
、
介
護
給
付
に
つ
い
て
適
切
な
報
酬
が
与
え
ら
れ
て
い
な

い
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
り
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
被
介
護
者
が
介

護
保
険
に
よ
り
受
け
取
り
、
介
護
者
に
交
付
し
た
支
払
金
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
範
囲
で
調
整
請
求
権
を
減
じ
る
と
し
て
い
た（

146
）。

　

さ
ら
に
、
政
府
草
案
は
、
原
則
的
な
調
整
額
の
算
定
基
準
と
し
て
、
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
三
項（

147
）に

定
め
ら
れ
る
金
額
を
提
案
し
て

い
た
。
二
〇
五
七
条
ａ
三
項
は
、
調
整
額
を
公
平
性
に
基
づ
き
遺
産
価
額
並
び
に
給
付
の
期
間
及
び
範
囲
を
総
合
考
慮
し
て
算
出
す
る
旨
を

定
め
て
い
る
が
、
裁
判
実
務
が
容
易
に
算
定
で
き
、
当
事
者
に
と
っ
て
も
明
瞭
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
算
定

基
準
に
つ
い
て
の
参
照
規
定
（
二
〇
五
七
条
ｂ
二
項
）
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る（

148
）。

社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇

八
年
七
月
一
日
以
降
、
介
護
保
険
の
額
の
上
限
を
介
護
等
級
一
で
は
四
二
〇
ユ
ー
ロ
ま
で
、
介
護
等
級
二
で
は
九
八
〇
ユ
ー
ロ
ま
で
、
介
護

等
級
三
で
は
一
四
七
〇
ユ
ー
ロ
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
他
人
に
よ
る
職
業
上
の
介
護
が
さ
れ
る
場
合
を
定
め
た
も

の
で
あ
り
、
家
族
に
よ
り
介
護
さ
れ
る
場
合
は
そ
れ
よ
り
低
い
額
（
約
半
額
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
一
項（

149
）参

照
）。
し
か
し
、
政
府
草
案
は
相
続
人
に
よ
る
介
護
を
他
人
に
よ
る
給
付
と
し
て
の
介
護
定
額
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
介
護
給
付
が
適
切

に
評
価
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
相
続
法
と
社
会
法
典
第
一
一
編
と
で
は
、
同
一
人
の
介
護
で
あ
っ
て
も
異
な
る
評
価
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
が
、
相
続
法
で
は
私
法
上
遺
産
分
割
が
問
題
に
な
る
の
に
対
し
て
、
介
護
保
険
と
し
て
の
給
付
の
際
に
は
公
的
給
付
が
問
題
と
な
る

た
め
、
矛
盾
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る（

150
）。

　

草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
二
項
に
お
け
る
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
三
項
の
参
照
は
、
原
則
的
な
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
従
っ
て
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
介
護
保
険
と
異
な
る
額
を
定
め
る
こ
と
も
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
紛
争
の

　
（
一
一
二
七
）
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場
面
で
裁
判
所
は
申
し
述
べ
ら
れ
た
状
況
に
基
づ
い
て
、
調
整
の
算
定
の
際
、
ど
の
程
度
金
額
と
介
護
定
額
を
結
び
つ
け
る
か
を
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る（

151
）。

　

以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
任
意
相
続
の
場
合
の
調
整
可
能
性
は
な
お
排
除
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
五
〇
条
以

下
及
び
二
〇
五
七
条
ａ
と
並
び
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
も
ま
た
、
被
相
続
人
が
法
定
相
続
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
調
整

を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
推
定
に
基
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
被
相
続
人
が
死
因
処
分
に
よ
っ
て
そ
の
意
思
を
表
明
し
、
法
定
相
続
と
異
な
る

遺
産
分
配
を
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
推
定
の
余
地
は
な
い
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る（

152
）。

　

ま
た
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
で
は
、
例
え
ば
被
相
続
人
の
介
護
を
子
の
配
偶
者
が
行
う
な
ど
、
実
際
上
度
々
生
じ
る
ケ
ー
ス
を
把
握
で
き

な
い
こ
と
も
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
被
相
続
人
が
死
因
処
分
な
い
し
生
前
贈
与
で
配
慮
し
て
い
な
け
れ
ば
、
被
相
続
人
を
介
護
し

た
子
の
配
偶
者
は
何
も
貰
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
政
府
草
案
で
は
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
法
定
遺
贈
（gesetzliche V

erm
ächtnis

）
に
よ

る
解
決
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
こ
れ
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
法
定
遺
贈
は
、
た
と
え
被
相
続
人
が
明

確
に
第
三
者
に
対
す
る
遺
産
分
配
を
望
ん
で
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
意
識
的
に
介
護
給
付
を
評
価
し
な
い
（
介
護
を
無
償
で

受
け
よ
う
と
す
る
）
場
合
で
あ
っ
て
も
、
介
護
者
へ
の
財
産
の
流
失
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
、
草
案
が
ま
さ
に
強
化
し
よ

う
と
し
て
い
る
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
に
対
し
て
憲
法
上
憂
慮
す
べ
き
制
限
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
政
府
草
案
で

は
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
対
し
て
も
提
案
し
た
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
の
規
定
が
積
極
的
な
効
果
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
法

律
の
改
正
に
よ
り
介
護
の
重
要
性
と
社
会
的
評
価
を
明
確
に
示
す
こ
と
で
、
被
相
続
人
が
生
存
中
の
金
銭
的
調
整
や
死
因
処
分
に
よ
っ
て
そ

の
財
産
を
分
配
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
二
〇
五
七
条
ａ
修
正
及
び
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
挿
入
に
伴
い
、
二
二
〇
四
条
及
び
二
三
一
六
条
の
修
正
も
併
せ
て
予
定
さ
れ
て
い

た
。

　
（
一
一
二
八
）
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従
前
の
法
律
状
況
で
は
、
被
相
続
人
が
死
因
処
分
に
お
い
て
遺
言
執
行
者
の
定
め
を
し
て
い
る
場
合
、
遺
言
執
行
者
は
共
同
相
続
人
間
の

遺
産
分
割
に
お
い
て
、
二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
を
考
慮
し
て
、
被
相
続
人
の
処
分
に
応
じ
て
遺
産
を
分
割
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
二
二
〇
四
条
が
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
参
照
規
定
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
生
前
給
付
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
遺
言
執

行
者
が
当
該
遺
産
分
割
の
全
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
政
府
草
案
は
、
介
護
給
付
の
調
整
強
化
に
伴
い
、
遺
言
執
行
人
に
係
る
そ

の
よ
う
な
問
題
の
増
加
を
懸
念
し
、
二
二
〇
四
条
に
お
け
る
参
照
規
定
を
二
〇
五
七
条
ａ
及
び
挿
入
予
定
の
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
に
ま
で
拡

張
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た（

153
）。

　

ま
た
、
被
相
続
人
へ
の
生
前
給
付
の
遺
留
分
算
入
を
定
め
る
規
定
に
つ
い
て
も
、
政
府
草
案
は
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
の
挿
入
の
影
響
を

当
然
に
二
三
一
六
条
に
及
ぼ
し
、
二
三
一
六
条
一
項
三
文
と
し
て
﹁
一
項
及
び
二
項
は
、
二
〇
五
七
条
ｂ
に
基
づ
く
介
護
給
付
の
調
整
に
お

い
て
、
遺
留
分
権
者
の
た
め
に
準
用
す
る
﹂
と
の
文
言
を
挿
入
す
る
と
し
て
い
た（

154
）。

第
三
節　

政
府
草
案
へ
の
反
応

　

家
族
に
よ
る
介
護
給
付
及
び
そ
の
補
償
の
重
要
性
は
、
改
正
提
案
以
前
か
ら
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た（

155
）。

被
相
続
人
の
近
親
者
に
よ
る
介
護

給
付
の
紛
争
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
介
護
給
付
の
補
償
問
題
に
帰
着
す
る
。
被
介
護
者
で
あ
る
被
相
続
人
の
家
族
が
介
護
給
付
を
為
す
ケ
ー

ス
で
は
、
直
接
に
被
相
続
人
に
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
被
相
続
人
の
死
後
に
相
続
法
上
の
遺
産
分
割
に
お

い
て
補
償
に
係
る
紛
争
が
顕
在
化
す
る
。
そ
の
よ
う
な
紛
争
に
至
る
と
、
既
に
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
ず
二
〇
五
七
条
ａ
に
よ
る
調

整
請
求
権
も
し
く
は
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基
づ
く
請
求
権
が
介
護
給
付
者
に
帰
属
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
る

と
、
補
償
の
程
度
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
調
整
請
求
権
に
着
目
す
れ
ば
、
何
れ
の
問
題
に
関
し
て
も
二
〇
五
七
条
ａ
に
規
定

さ
れ
る
法
的
概
念
が
不
明
確
で
あ
り
、
判
例
及
び
学
説
も
一
定
程
度
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
も
の
の
、
実
務
上
は
な
お
種
々
の
難
点
が
存

　
（
一
一
二
九
）
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在
し
て
い
る（

156
）。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
連
邦
政
府
が
公
表
し
た
改
正
草
案
に
対
し
て
は
、
家
族
に
よ
る
介
護
給
付
を
相
続
法
上
よ
り
積
極
的
に
評
価
す
る
と
の
目

的
設
定
自
体
は
、
概
ね
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た（

157
）。

も
っ
と
も
、
政
府
草
案
の
提
示
し
た
細
目
の
要
件
の
全
て
が
受
入
れ
ら
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
批
判
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
政
府
草
案
の
示
し
た
要
点
の
う
ち
、
介
護
者
の
職
業
収
入
放
棄
の
要
件
を
削
除
す

る
こ
と
で
あ
る（

158
）。

そ
れ
と
は
反
対
に
、
最
も
批
判
を
受
け
、
か
つ
議
論
の
中
心
と
さ
れ
た
の
は
調
整
当
事
者
の
拡
張
範
囲
で
あ
る
。
ま
た
、

算
定
基
準
と
し
て
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
三
項
を
参
照
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
批
判
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
草
案
二
〇

五
七
条
ｂ
及
び
そ
れ
に
伴
う
二
三
一
六
条
の
修
正
に
よ
る
遺
留
分
請
求
権
へ
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
な
い
し
指
摘
に

つ
い
て
は
、
以
下
で
言
及
す
る
。
そ
の
他
の
点
で
は
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
が
二
〇
五
二
条
を
準
用
す
る
た
め
、
法
定
相
続
の
割
合
で
任
意

に
相
続
人
指
定
し
た
場
合
に
も
当
然
に
規
定
の
範
囲
が
及
ぶ
が
、
二
〇
五
二
条
の
解
釈
が
確
定
的
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
死
因

処
分
の
際
に
介
護
給
付
の
考
慮
を
す
べ
き
か
否
か
の
明
確
な
規
定
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
た（

159
）。

（
Ⅰ
）　

調
整
当
事
者
の
拡
張
範
囲

　

政
府
草
案
が
調
整
当
事
者
の
範
囲
を
法
定
相
続
人
に
ま
で
拡
張
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
拡
張
そ
の
も
の
は
歓
迎
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

な
お
十
分
な
拡
張
と
は
い
え
な
い
、
あ
る
い
は
、
欠
点
で
あ
る
と
す
ら
批
判
さ
れ
た
。
政
府
草
案
に
お
い
て
も
自
覚
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

調
整
当
事
者
を
法
定
相
続
人
と
す
る
な
ら
ば
、
実
際
上
被
相
続
人
を
介
護
す
る
こ
と
の
多
い
被
相
続
人
の
子
の
配
偶
者
は
、
相
続
制
度
上
法

定
相
続
人
と
は
な
り
得
な
い
た
め
に
調
整
当
事
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
従
来
の
よ
う
に
法
定
相
続
人

で
あ
る
夫
の
介
護
給
付
に
組
入
れ
る
こ
と
で
評
価
さ
れ
得
る
が
、
被
相
続
人
の
死
亡
前
に
夫
が
死
亡
し
、
夫
婦
の
子
が
居
な
い
た
め
に
兄
弟

姉
妹
の
相
続
分
が
増
加
す
る
場
合
は
評
価
の
手
段
が
絶
た
れ
る
。
政
府
草
案
を
受
け
た
連
邦
参
議
院
は
ま
さ
に
こ
の
点
を
危
惧
し
、
そ
の
態

　
（
一
一
三
〇
）
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度
表
明
の
中
で
﹁
現
在
調
整
請
求
権
を
与
え
ら
れ
た
集
団
に
属
し
な
い
第
三
者
も
ま
た
、
介
護
給
付
に
つ
い
て
調
整
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法
の
み
が
、
増
加
す
る
介
護
需
要
に
実
質
的
に
適
う（

160
）﹂

と
の
理
由
付
け
の
も
と
、
調
整
当
事
者
の
拡
張

が
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
か
否
か
及
び
ど
の
程
度
可
能
で
あ
る
か
の
検
討
を
求
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
政
府

は
調
査
を
承
諾
し
た
も
の
の
、
同
時
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
人
間
で
調
整
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
し
て
も
、
法
定

相
続
以
外
の
第
三
者
を
救
う
結
果
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
調
整
は
相
続
人
間
で
の
み
為
さ
れ
る
が
、

被
相
続
人
が
生
前
に
（
遺
言
能
力
の
あ
る
う
ち
に
）
介
護
給
付
を
し
た
第
三
者
を
相
続
人
に
指
定
す
る
旨
の
処
分
を
し
な
け
れ
ば
、
規
定
の

及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る（

161
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
介
護
給
付
の
評
価
を
相
続
法
上
の
調
整
の
枠
内
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
政
府
草
案
に
対
し
て
、
介
護
給
付
の
補
償
の
た
め

に
法
定
遺
贈（

162
）を

創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
を
図
る
提
案
が
な
さ
れ
た
。
政
府
草
案
は
ま
さ
に
改
正
案
の
中
で
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
被

相
続
人
の
遺
言
の
自
由
と
の
抵
触
を
主
張
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
が
、法
定
遺
贈
に
よ
る
解
決
を
挙
げ
る
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー（P

feiffer

）

及
び
オ
ッ
テ
（O

tte

）
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
反
論
が
為
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
法
定
遺
贈
に
よ
る
解
決
を
否
定
し
、
遺
産
債
務
に
よ
る
解
決
を
提

案
す
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
（W

in
d

el

）
の
見
解
が
あ
る
。

（
ⅰ
）　

プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
の
見
解

　

法
定
遺
贈
を
提
案
す
る
見
解
の
一
つ
は
、
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
と
の
抵
触
が
問
題
と
な
る

の
は
、
任
意
で
は
な
い
（
剥
奪
不
可
能
な
）
法
定
遺
贈
の
み
で
あ
っ
て
、
被
相
続
人
が
自
由
に
法
定
遺
贈
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
な

ら
ば
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る（

163
）。

プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
原
則
的
に
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
に
よ
り
増
加
さ
れ
る

相
続
分
に
も
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
当
事
者
が
被
相
続
人
の
生
前
に
も
死
亡
後
に
も
そ
れ
以
上
の
調
整
を
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
意

　
（
一
一
三
一
）
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見
の
一
致
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
及
び
、
被
相
続
人
の
定
め
る
報
酬
を
専
ら
相
続
人
と
し
て
の
指
定
の
形
式
で
与
え
よ
う
と
す

る
こ
と
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
挙
げ
る（

164
）。

し
か
し
、
お
よ
そ
一
般
的
に
法
定
遺
贈
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
は
な
く
、
法
定

遺
贈
は
被
相
続
人
と
血
族
関
係
ま
た
は
姻
戚
関
係
、
も
し
く
は
家
庭
的
な
共
同
体
（häuslicher G

em
einschaft

）
で
生
活
す
る
者
に
制
限

さ
れ
る
べ
き
と
し
、
そ
の
他
の
ケ
ー
ス
で
は
、
当
事
者
が
介
護
給
付
の
補
償
問
題
を
生
前
に
定
め
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
上
の
法
律
上
の
必
要
性
は
存
在
し
な
い
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る（

165
）。

　

も
っ
と
も
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
は
、
調
整
当
事
者
を
任
意
相
続
人
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
政
府
草
案

が
調
整
当
事
者
の
範
囲
を
制
限
す
る
理
由
と
し
て
相
続
共
同
体
の
拡
張
及
び
遺
言
自
由
へ
の
抵
触
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
任
意
相
続
人
へ
の
拡
張
と
は
結
び
つ
か
な
い
と
す
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
任
意
相
続
人
の
選
定
は
被
相
続
人
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
任
意
相
続
人
へ
拡
張
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
相
続
指
定
自
体
が
介
護
給
付
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
に
関
し
て
、﹁
法
定
﹂
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
削
除
し
、
三
項
と
し
て
﹁
介
護
給
付
が
既
に
相
続
人
指
定

に
よ
り
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
終
意
処
分
か
ら
明
ら
か
で
は
な
い
限
り
で
、
終
意
処
分
に
よ
り
相
続
人
指
定
を
さ
れ
た
相
続
人
に
一
項
及
び

二
項
を
準
用
す
る
﹂
と
い
う
規
定
を
挿
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
、他
方
で
二
〇
四
七
条
以
下
（
例
え
ば
二
〇
五
〇
条
ａ
と
し
て
）
に
お
い
て
、

生
存
中
に
補
償
さ
れ
な
か
っ
た
血
縁
関
係
ま
た
は
姻
戚
関
係
、
も
し
く
は
家
庭
的
な
共
同
体
で
生
活
す
る
者
に
よ
る
介
護
給
付
の
た
め
に
任

意
の
法
定
遺
贈
を
創
設
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る（

166
）。

（
ⅱ
）　

オ
ッ
テ
の
見
解

　

法
定
遺
贈
を
提
案
す
る
も
う
一
つ
の
見
解
は
、
オ
ッ
テ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
草
案
が
被
相
続
人
に
よ
り
意
識
的
に
介
護
を
評
価
さ

　
（
一
一
三
二
）
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れ
な
か
っ
た
場
合
に
そ
う
し
た
被
相
続
人
の
意
思
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
、
オ
ッ
テ
は
、
そ
れ
を
容
認
す
る
の

な
ら
ば
、
他
者
の
負
担
に
よ
り
生
活
し
よ
う
と
す
る
被
相
続
人
の
意
思
決
定
が
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
し
て
、
遺
言
の
自
由
に
抵
触
す
る

と
の
政
府
草
案
の
理
由
付
け
を
批
判
す
る（

167
）。

そ
の
上
で
、
適
切
な
報
酬
を
受
け
取
ら
ず
に
被
相
続
人
を
介
護
し
た
者
は
遺
産
の
存
立
に
寄
与

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
介
護
者
の
相
続
財
産
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
相
続
に
左
右
さ
れ
な
い
解
決
が
必
要
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ッ
テ
の
見
解
で
は
そ
の
適
用
範
囲
を
制
限
し
て
い
な
い（

168
）。

　

さ
ら
に
オ
ッ
テ
は
、
次
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
体
系
に
適
し
た
、
法
定
相
続
人
を
越
え
る
調
整
当
事
者
範
囲
の
拡
張
は
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
介
護
者
が
法
定
相
続
人
に
属
さ
な
い
場
合
、
法
定
相
続
に
応
じ
た
平
等
取
扱
い
の
基
準
は
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
こ
の
基
準
は
調
整
義
務
者
の
優
位
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
平
等
性
の
回
復
に
他
な
ら
な
い
調
整
の
最
重
要
事
項
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
に
替
え
て
、
調
整
の
枠
外
で
の
解
決
と
し
て
、
遺
産
債
務
に
関
す
る
規
定
（
一
九
六

七
条
以
下
）
に
続
く
形
で
以
下
の
よ
う
な
法
律
案
を
提
示
し
て
い
る（

169
）。

な
お
、
調
整
額
の
算
定
基
準
に
つ
き
、
オ
ッ
テ
は
政
府
草
案
の
提
示

す
る
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
三
項
で
は
な
く
、
同
三
七
条
一
項
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

︻
一
九
六
八
条
ａ
︼（
介
護
給
付
）

⑴　

長
期
に
わ
た
り
被
相
続
人
を
介
護
し
た
者
は
、
介
護
給
付
に
相
当
す
る
金
額
に
基
づ
く
請
求
権
を
有
す
る
。

⑵　

請
求
権
の
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
、
相
続
開
始
時
に
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
一
項
に
定
め
ら
れ
る
金
額
に
基
づ
き
決
定
す
る
。

⑶　

給
付
が
家
族
法
上
の
義
務
の
履
行
に
お
い
て
為
さ
れ
た
場
合
、
請
求
権
に
影
響
し
な
い
。

⑷　

請
求
権
は
、
介
護
者
が
そ
の
給
付
に
つ
い
て
報
酬
を
受
け
、
又
は
、
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基
づ
き
帰
属
す
る
限
り
で
、
存
在
し

な
い
。
介
護
者
が
そ
の
法
定
相
続
分
の
価
額
を
越
え
て
遺
産
分
割
に
基
づ
き
、
又
は
、
自
由
な
処
分
に
関
す
る
遺
贈
と
し
て
受
け
た

　
（
一
一
三
三
）
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も
の
は
、
請
求
権
に
算
入
す
る
。

⑸　

遺
贈
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
法
律
案
に
つ
き
、
オ
ッ
テ
は
次
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
項
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
調
整
当
事
者
の
制

限
を
排
除
し
、
二
項
に
よ
り
後
述
す
る
理
由
か
ら
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
一
項
を
参
照
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
三
項
で
は
、
一
六
一

八
条
及
び
一
六
一
九
条
以
外
の
家
族
法
上
の
規
定
が
被
相
続
人
へ
の
給
付
提
供
の
原
因
と
な
り
得
る
、
二
〇
五
七
条
ａ
創
設
後
に
成
立
し
た

一
三
五
三
条
一
項
二
文
（
配
偶
者
相
互
の
責
任
）
及
び
一
六
一
八
条
ａ
（
親
子
関
係
に
お
け
る
配
慮
義
務
）、
そ
し
て
扶
養
義
務
を
考
慮
し
、

包
括
的
な
文
言
を
置
い
て
い
る
と
す
る
。
四
項
で
は
、
遺
贈
請
求
権
の
補
充
的
に
過
ぎ
な
い
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
遺

贈
請
求
権
は
相
続
法
上
、
そ
の
法
定
相
続
分
よ
り
多
く
請
求
で
き
る
者
に
帰
属
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
最
後
に
、
五
項
は
一
九

三
二
条
二
項
及
び
一
九
六
九
条
二
項
と
同
様
で
あ
る
と
し
て
い
る（

170
）。

（
ⅲ
）　

ヴ
ィ
ン
デ
ル
の
見
解

　

二
つ
の
見
解
と
は
異
な
り
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
は
、
介
護
給
付
の
補
償
問
題
に
つ
き
、
相
続
法
上
の
分
配
秩
序
内
で
の
解
決
で
は
な
く
、
責
任

秩
序
内
で
処
理
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
遺
産
債
務
の
形
式
に
よ
る
解
決
を
提
案
す
る
。

　

ヴ
ィ
ン
デ
ル
は
ま
ず
、
政
府
草
案
の
調
整
当
事
者
の
拡
張
範
囲
に
つ
き
、
そ
の
拡
張
範
囲
が
十
分
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
の
適
用
外
で
あ
る
非
相
続
人
に
よ
る
介
護
給
付
の
評
価
を
被
相
続
人
の
死

因
処
分
に
委
ね
る
旨
を
示
し
た
こ
と
に
対
し
、
特
に
介
護
の
開
始
後
に
実
際
上
の
障
害
が
影
響
す
る
た
め
、
現
実
的
で
は
な
い
と
す
る（

171
）。

同

様
に
、
任
意
相
続
人
を
当
事
者
範
囲
に
含
め
る
こ
と
も
ま
た
、
介
護
者
が
相
続
人
指
定
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
確
定
的
で
は
な
い
た
め
、

　
（
一
一
三
四
）
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解
決
と
は
な
ら
な
い
と
す
る（

172
）。

　

次
に
、
法
定
遺
贈
に
よ
る
解
決
の
提
案
に
対
し
て
も
否
定
的
で
あ
る
。
遺
言
の
自
由
は
被
相
続
人
に
そ
の
死
亡
時
に
存
在
す
る
財
産
を
分

配
す
る
こ
と
を
保
障
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
の
み
推
測
さ
れ
る
被
相
続
人
の
意
思
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
介
護
給

付
の
正
当
評
価
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
が
生
存
時
に
享
受
し
た
金
銭
価
値
の
在
る
給
付
を
補
償
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
、
被
相
続
人
の
意
思
に
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
介
護
者
の
適
切
な
権
利
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
補
償
請
求
権
は
、
受
遺

者
及
び
遺
留
分
権
者
の
請
求
権
よ
り
先
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る（

173
）。

従
っ
て
、
法
定
遺
贈
で
の
解
決
で
は
、
遺
留
分
権

者
の
請
求
権
は
減
損
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
こ
そ
が
重
大
な
欠
点
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
遺
贈
に
よ
る
解
決
は
利
点
に
は
な
ら
な
い

と
す
る
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
金
銭
価
値
の
あ
る
給
付
と
完
全
に
等
価
で
あ
る
遺
産
債
務
の
是
認
が
重
要
で
あ
る
と
す
る（

174
）。

遺
産
債
務
に
よ
る
解
決

に
つ
い
て
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
な
法
律
案
を
提
示
し
て
い
る
。
な
お
、
オ
ッ
テ
と
同
様
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
も
ま
た
政
府
草
案
の
社
会
法

典
第
一
一
編
三
六
条
三
項
の
参
照
に
批
判
的
で
あ
る
。

︻
一
九
六
九
条
ａ
︼（
介
護
給
付
）

⑴　

被
相
続
人
を
長
期
に
わ
た
り
介
護
し
た
者
は
、
特
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
介
護
給
付
の
価
額
の
補
償
に
基
づ
く
請
求
権
を
有
す

る
。

⑵　

請
求
権
の
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
、
相
続
開
始
時
に
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
一
項
に
定
め
ら
れ
る
金
額
に
基
づ
き
決
定
す
る
。

⑶　

介
護
給
付
が
家
族
法
上
の
義
務
の
履
行
に
お
い
て
為
さ
れ
た
こ
と
は
、
請
求
権
に
影
響
し
な
い
。
六
八
五
条
二
項
、
一
三
六
〇
条

ｂ
及
び
一
六
二
〇
条
は
適
用
し
な
い
。

　
（
一
一
三
五
）
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⑷　

介
護
者
が
介
護
給
付
に
対
す
る
報
酬
、
又
は
、
価
額
補
償
と
し
て
与
え
ら
れ
た
又
は
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
請
求
権
に
算
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
介
護
者
が
死
因
処
分
に
よ
っ
て
そ
の
者
に
帰
属
す
る
法
定
相
続
分
を
越
え
て
与
え
ら
れ
た
場
合
、
給
付
さ
れ
又

は
期
待
さ
れ
た
介
護
給
付
を
考
慮
し
て
指
定
さ
れ
た
限
り
で
、
算
入
す
る
。

　

ヴ
ィ
ン
デ
ル
も
ま
た
、
一
項
に
お
い
て
特
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
調
整
当
事
者
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
な
い
こ
と
を
定
め
、
二
項
に
お
い

て
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
一
項
の
参
照
を
定
め
て
い
る
。
三
項
に
お
い
て
は
、
介
護
給
付
の
法
律
原
因
の
区
別
は
最
早
意
味
を
成
さ
な

く
な
る（

175
）と

し
、
包
括
的
な
文
言
と
共
に
、
六
八
五
条
二
項
（
贈
与
の
意
思
）・
一
三
六
〇
条
ｂ
（
過
剰
給
付
）・
一
六
二
〇
条
に
よ
る
給
付
が

請
求
権
に
影
響
し
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
四
項
に
お
い
て
、
介
護
給
付
を
考
慮
し
て
為
さ
れ
た
相
続
人
ま
た
は
受
贈
者
と
し
て
の
指
定
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
被
相
続
人
の
出
捐
は
、
通
常
介
護
を
理
由
に
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
介
護
者

が
法
定
相
続
分
を
超
え
て
受
け
た
も
の
を
請
求
権
に
算
入
す
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
出
捐
が
介
護
の
た
め
に
為
さ
れ
て
い
る
か

は
確
定
的
で
は
な
い
た
め
、
介
護
給
付
に
関
連
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る（

176
）。

（
Ⅱ
）　

算
定
基
準
の
定
め

　

政
府
草
案
の
三
つ
目
の
要
点
で
あ
っ
た
調
整
額
の
範
囲
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
介
護
定
額
（P

flegesätze

）
に
依

拠
す
る
こ
と
自
体
は
有
意
義
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る（

177
）。

し
か
し
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
二
項
の
文
言
が
﹁
原
則
と
し
て
﹂
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
算
定
基
準
の
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
三
項
と
の
関
係
付
け
は
、
介
護
給
付
の
評
価
に
つ
き
一
般
的
根
拠
を
意
味
す
る
に
過

ぎ
ず
、
結
局
は
、
相
続
共
同
体
で
紛
争
が
起
こ
る
多
く
の
立
証
問
題
及
び
評
価
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る（

178
）。

さ
ら
に
、
相
続
開
始
時
に

既
に
被
相
続
人
の
介
護
等
級
付
け
が
決
定
し
て
い
る
場
合
に
は
問
題
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
事
後
的
に
相
続
人
が
民
事
訴
訟
に
お
い

　
（
一
一
三
六
）
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て
被
相
続
人
の
介
護
等
級
付
け
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と（

179
）、

及
び
既
に
現
在
、
介
護
し
た
家
族
と
医
療

サ
ー
ビ
ス
と
の
間
で
、
適
切
な
介
護
等
級
に
関
す
る
見
解
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と（

180
）が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
の
基
準
を
職
業
上
活
動
す
る
介
護
給
付
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
介
護
定
額
を
定
め
る
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
に
結
び

つ
け
る
こ
と
に
も
批
判
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
オ
ッ
テ
は
、
政
府
草
案
の
根
拠
付
け
が
﹁
適
切
な
個
人
に
よ
る
介
護
活
動
へ
の
補

償
は
⋮
⋮
、
介
護
者
が
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
の
定
額
の
範
囲
で
、
そ
れ
も
手
取
り
で
受
け
取
る
場
合
に
よ
う
や
く
達
成
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
是
認
し
て
い
る（

181
）﹂

と
し
、
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
に
基
づ
く
定
額
と
家
族
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
給
付
に
対
し
て

支
払
わ
れ
る
べ
き
介
護
定
額
を
定
め
る
同
三
六
条
に
基
づ
く
定
額
の
差
異
は
、
無
償
介
護
に
よ
っ
て
遺
産
に
存
在
す
る
価
額
で
は
な
い
た

め
、
そ
の
他
の
相
続
人
の
遺
産
関
与
を
調
整
の
枠
内
で
削
減
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
な
い
等
と
し
て
、
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
一
項
に

依
拠
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る（

182
）。

ヴ
ィ
ン
デ
ル
も
ま
た
同
じ
く
、
政
府
草
案
に
批
判
的
で
あ
る
。
確
か
に
介
護
を
高
く
評
価
す
る
ほ
ど
家
庭

で
の
介
護
を
強
化
す
る
目
的
は
よ
り
容
易
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
政
策
上
の
目
的
が
躊
躇
な
く
私
的
財
産
か
ら
出
資
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
論
拠
は
適
切
で
な
い
こ
と
等
を
指
摘
し
、
結
局
、
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
を
前
提
と
し
た
上
で
事
情
に

応
じ
て
増
額
を
認
め
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
し
て
い
る（

183
）。

（
Ⅲ
）　

遺
留
分
請
求
権
の
へ
の
影
響

　

以
上
の
他
に
、
遺
留
分
請
求
権
へ
の
影
響
も
ま
た
指
摘
さ
れ
て
い
る（

184
）。

従
来
の
法
律
状
況
で
は
、
二
〇
五
七
条
ａ
三
項
が
遺
産
の
価
額
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
た
め
、
調
整
に
よ
っ
て
遺
産
を
消
尽
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
介
護
を
し
て
い
な
い
相
続
人
か
ら
そ
の
遺
留
分
が
完
全
に
剥
奪
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る（

185
）。

し
か
し
、

今
後
は
介
護
給
付
の
評
価
を
よ
り
強
化
す
る
と
い
う
法
律
上
の
意
思
が
働
く
こ
と
、
及
び
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
で
は
二
〇
五
七
条
ａ
三
項

　
（
一
一
三
七
）
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の
参
照
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
介
護
を
し
た
遺
留
分
権
者
で
あ
る
相
続
人
が
調
整
に
よ
り
遺
産
を
消
尽
し
、
介
護
を
し
て
い
な
い
相

続
人
の
遺
留
分
が
喪
失
す
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
見
解
の
一
つ
は
、
草
案
二
〇
五
七

条
ｂ
二
項
が
﹁
原
則
と
し
て
﹂
の
評
価
範
囲
を
規
定
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
規
定
の
解
釈
は
、
基
本
法
六
条
一
項
及
び
同
一
四
条
一
項

の
相
続
権
の
保
障
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
、
遺
産
に
つ
い
て
遺
留
分
権
者
の
原
則
的
に
奪
う
こ
と
が
で
き
ず
必
要
性
と
は
無
関
係
な
経
済
上

の
最
低
限
の
持
分
を
考
慮
し
て
、
介
護
を
し
て
い
な
い
相
続
人
の
遺
留
分
権
を
完
全
に
失
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る（

186
）。

第
四
節　

立
法

　

政
府
草
案
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
三
月
一
四
日
に
連
邦
参
議
院
か
ら
の
態
度
表
明
（Stellungnahm

e des B
undesrates

）
を
受
け

た
連
邦
政
府
は
、
基
本
的
に
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
の
方
針
を
変
え
な
い
ま
ま
同
年
四
月
に
反
対
見
解
（G

egenäuß
erung der 

B
undesregierung

）
を
連
邦
議
会
に
提
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
連
邦
議
会
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
日
に
政
府
草
案
に
修
正
を

施
し
た
法
律
委
員
会
の
決
議
推
薦
（B

eschlussem
pfehlung und B

ericht des R
echtsausschusses

）
に
従
っ
て
法
律
草
案
を
採
択
し（

187
）、

そ
れ
は
、
同
年
九
月
一
八
日
に
連
邦
参
議
院
に
お
い
て
も
採
択
さ
れ
る
に
至
っ
た（

188
）。

同
法
案
は
、﹁
相
続
法
及
び
消
滅
時
効
法
に
関
す
る
法

律
（D

as G
esetz zur Ä

nderung des E
rb- und V

erjährungsrechts

）﹂
と
し
て
二
〇
〇
九
年
九
月
二
九
日
に
公
布（

189
）さ

れ
、
二
〇
一
〇

年
一
月
一
日
を
も
っ
て
発
効
し
て
い
る
。

　

法
律
委
員
会
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
法
案
の
内
容
は
、
連
邦
参
議
院
の
態
度
表
明
、
連
邦
政
府
の
反
対
見
解
、
専
門
家
公
聴
会
（
二
〇
〇
八

年
一
〇
月
開
催
）
及
び
法
律
委
員
会
で
の
審
議
を
踏
ま
え
た
上
で
、
結
局
、
政
府
草
案
に
お
け
る
二
〇
五
七
条
ｂ
を
削
除
し
、
二
〇
五
七
条

ａ
の
介
護
給
付
箇
所
に
お
け
る
職
業
放
棄
要
件
を
削
除
す
る
と
い
う
修
正
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
法
律
委
員
会
の
提
案
に

　
（
一
一
三
八
）
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よ
る
新
二
〇
五
七
条
ａ
は
、
当
該
一
項
二
文
の
文
言
を
﹁
長
期
に
わ
た
り
被
相
続
人
を
介
護
し
た
直
系
卑
属
も
同
様
と
す
る
﹂
と
す
る
も
の

で
あ
る（

190
）。

な
お
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
を
削
除
し
た
結
果
、
二
二
〇
四
条
一
項
の
参
照
規
定
の
拡
張
は
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
み
に
修
正
さ
れ
、

二
三
一
六
条
の
修
正
案
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　

新
二
〇
五
七
条
ａ
提
案
の
理
由
と
し
て
、
法
律
委
員
会
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
介
護
給
付
に
つ
き
、
直
系
卑
属
間

で
の
調
整
の
枠
組
み
で
の
み
考
慮
さ
れ
得
る
と
い
う
従
前
の
法
律
状
況
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
調
整
請
求
権
者
の
範
囲
を
拡
張
す
る

こ
と
は
、
後
に
多
く
の
問
題
を
多
く
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
拡
張
範
囲
の
境
界
付
け
も
ま
た
困
難
で
あ
る
。＂
職
業
収
入
を
放
棄
し
て
＂

と
い
う
構
成
要
件
に
よ
り
、
従
前
の
法
律
状
況
は
ま
さ
に
そ
の
職
業
活
動
に
加
え
て
両
親
や
祖
父
母
の
介
護
を
引
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二

重
に
負
担
を
負
っ
て
い
た
直
系
卑
属
を
冷
遇
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
請
求
権
の
要
件
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（

191
）﹂

と
。

そ
し
て
ま
た
、
草
案
二
〇
五
七
条
ｂ
に
関
し
て
は
、
新
二
〇
五
七
条
ａ
の
提
案
理
由
で
述
べ
た
の
と
同
様
の
理
由
で
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
し
て
い（

192
）る（
193
）。

　

新
二
〇
五
七
条
ａ
は
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
以
降
の
相
続
開
始
に
適
用
さ
れ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
法
二
二
九
項
二
一
条
四
項
）。

従
っ
て
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
三
一
日
よ
り
後
に
相
続
が
開
始
す
れ
ば
、
専
業
主
婦
の
よ
う
に
職
業
活
動
を
し
て
い
な
い
者
が
介
護
給
付
を

為
し
た
場
合
で
も
、
職
業
活
動
と
並
ん
で
介
護
給
付
を
為
し
た
場
合
で
も
、
職
業
収
入
放
棄
要
件
及
び
そ
れ
に
係
る
問
題
に
左
右
さ
れ
ず
二

〇
五
七
条
ａ
の
調
整
対
象
と
な
り
得
る
。
当
該
給
付
が
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
以
前
に
為
さ
れ
た
と
し
て
も
問
題
で
は
な
い
。

　
（
一
一
三
九
）
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終
論

第
一
節　

ド
イ
ツ
寄
与
分
規
定
の
特
徴

　

ド
イ
ツ
寄
与
分
規
定
は
、
導
入
以
前
の
状
況
に
加
え
、
も
と
も
と
非
嫡
出
子
に
嫡
出
子
と
同
等
の
相
続
権
を
与
え
る
こ
と
に
対
す
る
批
判

と
の
調
和
を
図
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
批
判
の
中
心
に
は
、
被
相
続
人
の
財
産
形
成
に
家
族
が
寄
与
し
て
い
る
と
の
考
え

が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
当
時
父
と
の
関
係
で
家
族
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
非
嫡
出
子
が
、
家
族
が
形
成
に
寄
与
し
た
相
続
財
産
の
分

配
に
与
る
こ
と
を
不
当
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
成
立
し
た
二
〇
五
七
条
ａ
は
、
嫡
出
子
で
あ
る
と
非
嫡
出
子
で
あ
る
と

を
問
わ
ず
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
被
相
続
人
の
家
族
（
嫡
出
子
）
を
優
遇
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
家
族
の
連
帯
に

基
づ
く
給
付
を
相
続
に
お
い
て
評
価
す
る
と
の
解
決
手
法
が
採
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
社
会
的
変
遷
や
親
子
法
改
正
に
よ
り
嫡
出
子
と
非

嫡
出
子
の
区
別
は
無
く
な
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
識
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
代
わ
り
に
、
二
〇
五

七
条
ａ
に
は
、
法
や
社
会
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
家
族
の
給
付
を
助
成
す
る
と
い
う
役
割
へ
の
期
待
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る（

194
）。

二
〇
〇
九
年
相
続
法
改
正
で
は
ま
さ
に
家
族
の
連
帯
に
基
づ
く
給
付
の
一
類
型
で
あ
る
介
護
給
付
の
助
成
を
目
的
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
二
〇
〇
九
年
相
続
法
改
正
に
関
し
て
は
、
介
護
保
険
に
よ
る
社
会
保
障
の
み
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
介
護
が
、
家
族
に
よ
り

為
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
政
策
的
考
慮
が
多
分
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

日
本
法
に
お
け
る
寄
与
分
規
定
が
、
家
族
的
連
帯
な
い
し
家
族
に
よ
る
給
付
を
助
成
す
る
た
め
に
機
能
す
べ
き
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と

し
て
、
寄
与
分
規
定
の
対
象
が
家
族
給
付
で
あ
る
と
の
意
識
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
そ
の
際
に
は
前
提
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
現
況
の
家
族
形
態
や
相
続
の
在
り
方
が
十
分
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

日
本
法
の
規
定
内
容
を
意
識
し
て
ド
イ
ツ
寄
与
分
規
定
の
特
徴
を
考
察
す
る
と
、
ま
ず
、
調
整
当
事
者
が
直
系
卑
属
に
限
ら
れ
る
こ
と
、

　
（
一
一
四
〇
）
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直
系
卑
属
の
中
で
も
法
定
相
続
人
及
び
そ
れ
に
準
じ
た
任
意
相
続
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

調
整
当
事
者
が
直
系
卑
属
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
法
で
の
寄
与
分
よ
り
も
二
〇
五
七
条
ａ
に
お
け
る
調
整
が
機
能
す
る
範
囲
が
客
観

的
に
よ
り
狭
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
配
偶
者
が
調
整
当
事
者
の
範
囲
か
ら
外
れ
る
の
は
、
相
続
法
上
で
夫
婦
財
産

制
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
包
括
的
に
配
偶
者
の
共
働
等
を
評
価
す
る
趣
旨
と
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
配
偶
者
の
寄
与
は
全
く
評
価
さ
れ
な
い
の
で
は
な
く
、
既
に
そ
の
相
続
分
に
被
相
続
人
へ
の
寄
与
に
対
す
る
清
算
分
を
内
包

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
調
整
当
事
者
の
範
囲
か
ら
配
偶
者
を
除
外
す
る
こ
と
に
異
論
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
勿
論
留

意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
配
偶
者
を
調
整
当
事
者
の
範
囲
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
配
偶
者
相
続
権
か
ら
導
か
れ
る
の
な
ら
ば
、
こ

の
こ
と
は
日
本
法
に
お
い
て
寄
与
分
を
請
求
す
る
配
偶
者
の
寄
与
の
評
価
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
り
得
る（

195
）。

調
整
当
事
者

か
ら
外
さ
れ
る
配
偶
者
は
共
同
相
続
人
の
寄
与
に
よ
り
そ
の
相
続
分
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
が
一
概
に
メ
リ
ッ
ト
と
言

い
得
る
か
ど
う
か
は
、
被
相
続
人
へ
の
配
偶
者
の
寄
与
の
態
様
や
程
度
に
よ
る
だ
ろ
う
。

　

調
整
当
事
者
が
法
定
相
続
人
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
任
意
相
続
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
調
整
が
機
能
す
る
範
囲
を
狭
め
て
い
る
。
調

整
当
事
者
の
限
定
は
、
ド
イ
ツ
寄
与
分
規
定
が
そ
の
根
拠
を
推
定
さ
れ
る
被
相
続
人
の
意
思
、
す
な
わ
ち
、
生
前
の
被
相
続
人
に
対
し
て
為

さ
れ
た
特
別
給
付
を
考
慮
し
て
遺
産
分
割
に
お
け
る
給
付
者
の
不
利
益
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
系
卑
属
を
平
等
に
扱
お
う
と
す
る
意

思
に
置
く
こ
と
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
被
相
続
人
の
意
思
の
推
定
は
、
被
相
続
人
が
法
定
相
続
も
し
く
は
そ
れ
に

準
じ
る
任
意
相
続
と
は
異
な
る
死
因
処
分
を
し
て
い
る
場
合
に
覆
さ
れ
る
た
め
に
、
二
〇
五
七
条
ａ
は
機
能
し
な
い
か
ら
で
あ
る（

196
）。

こ
れ
に

対
し
て
、
日
本
法
で
は
、
そ
の
よ
う
な
被
相
続
人
の
意
思
と
い
う
の
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る（

197
）。

日
本
の
寄
与
分
規
定
は

相
続
人
間
の
実
質
的
公
平
を
図
る
こ
と
を
目
的
設
定
と
し
て
い
る（

198
）。

そ
の
た
め
、
た
と
え
被
相
続
人
に
よ
り
法
定
相
続
分
と
は
異
な
る
相
続

分
の
指
定
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
続
人
で
あ
る
以
上
は
寄
与
分
主
張
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
（
一
一
四
一
）
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も
っ
と
も
、
次
の
場
合
に
は
、
結
果
的
に
日
本
法
と
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
寄
与
者
に
法
定
相
続
分
以
上
の
相

続
分
の
指
定
が
為
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
日
本
法
で
は
、
指
定
相
続
分
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
法
定
相
続
分

以
上
の
相
続
分
は
、
寄
与
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
法
に
お

い
て
も
寄
与
は
原
則
的
に
無
償
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
場
合
に
改
め
て
寄
与
分
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
法
定
相
続
分
以
上
の
相
続
分
指
定
が
、
寄
与
の
評
価
よ
り
も
低
い
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
な
お
不
足
分
に
つ

い
て
寄
与
分
請
求
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

両
法
の
相
違
が
明
確
に
現
れ
る
の
は
、
寄
与
者
以
外
の
相
続
人
に
法
定
相
続
分
以
上
の
相
続
分
指
定
が
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
法
で
は
二
〇
五
七
条
ａ
の
適
用
を
排
除
す
る
被
相
続
人
の
意
思
表
示
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
た
め
、
寄
与
相
続
人
は
調
整
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
他
方
で
、
日
本
法
で
は
寄
与
分
を
主
張
す
る
こ
と
が
理
論
上
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
寄
与
分
規
定
の
運
用
に
お
い

て
も
、
被
相
続
人
が
敢
え
て
そ
の
よ
う
な
相
続
分
の
指
定
を
行
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
法
の

考
え
方
は
、
寄
与
分
に
被
相
続
人
の
意
思
を
ど
こ
ま
で
通
用
さ
せ
る
か
を
考
察
す
る
の
に
有
用
で
あ
る（

199
）。

　

ま
た
、
被
相
続
人
の
意
思
と
の
関
係
で
、
調
整
規
定
の
任
意
性
も
ま
た
ド
イ
ツ
法
で
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
続
人
相

互
の
合
意
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
相
続
人
の
側
が
寄
与
を
評
価
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
、

日
本
法
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か（

200
）。

な
お
、
寄
与
分
額
を
定
め
た
遺
言
に
つ
い
て
は
、
寄
与
分
に
関
す
る
事
項
は
遺
言
事
項
で

は
な
い
こ
と
や
実
質
的
に
見
て
も
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
か
ら
寄
与
分
と
し
て
機
能
す
る
効
力
を
否
定
す
る
が
、
当
該

遺
言
は
何
ら
効
力
を
生
じ
な
い
の
で
は
な
く
そ
の
額
の
遺
贈
が
あ
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る（

201
）。

　

次
に
、
当
事
者
の
範
囲
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
と
日
本
法
で
共
通
し
た
問
題
と
言
え
る
の
は
、
代
襲
相
続
人
に
よ
る
寄
与
の
主
張
が
可
能

で
あ
る
範
囲
及
び
非
相
続
人
に
よ
る
寄
与
の
考
慮
で
あ
る
。

　
（
一
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前
者
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
と
日
本
法
と
で
は
代
襲
相
続
の
捉
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
が（

202
）、

被
代
襲
者
の
寄
与
の
主
張
及
び
代

襲
原
因
発
生
前
の
代
襲
相
続
人
の
寄
与
の
主
張
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
両
国
の
法
で
こ
れ
ら
を
認
め
る
と
す
る
見
解
が
多
数
も
し
く
は
支

配
的
で
あ
る（

203
）。

両
者
の
相
違
は
代
襲
原
因
が
寄
与
分
主
張
の
可
否
に
作
用
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
は

直
接
被
相
続
人
か
ら
代
襲
相
続
人
が
相
続
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
被
相
続
人
と
被
代
襲
者
の
関
係
が
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
。

他
方
で
、
日
本
法
で
は
代
襲
相
続
人
が
被
代
襲
者
の
地
位
に
就
く
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
被
相
続
人
と
被
代
襲
者
と
の
関
係
が
代
襲
相
続
人
の

寄
与
主
張
に
影
響
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る（

204
）。

　

後
者
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
で
も
日
本
法
で
も
類
似
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
非
相
続
人
と
い
え
ど
も
、
被
相
続

人
に
対
し
て
寄
与
し
た
者
を
寄
与
分
主
張
が
可
能
で
あ
る
相
続
人
の
寄
与
と
み
て
、
非
相
続
人
の
行
為
を
評
価
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。

日
本
法
に
お
い
て
は
履
行
補
助
者
論
等
に
よ
り
非
相
続
人
の
寄
与
の
取
込
み
を
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
が（

205
）、

相
続
人
の
配
偶
者

の
み
に
こ
れ
を
認
め
れ
ば
、
配
偶
者
以
外
の
者
と
の
間
に
著
し
い
不
公
平
が
生
じ（

206
）、

そ
う
で
な
け
れ
ば
相
続
人
の
履
行
補
助
者
的
行
為
と
認

め
る
範
囲
の
合
理
的
基
準
を
見
出
し
難
い（

207
）と

の
批
判
を
受
け
て
い
る
。
一
方
で
ド
イ
ツ
法
で
は
行
為
者
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
な
く
、
相

続
人
で
あ
る
直
系
卑
属
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
認
め
ら
れ
る
限
り
で
、
非
相
続
人
の
寄
与
の
取
込
み
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
手
法
自

体
へ
の
批
判
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
日
本
法
に
お
け
る
批
判
は
一
応
ク
リ
ア
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た

理
解
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
、
そ
れ
以
前
に
そ
も
そ
も
非
相
続
人
の
寄
与
を
取
込
む
こ
と
の
当
否
を
考
慮
す
れ
ば
、
安
易
に
こ
れ
を
肯
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
非
相
続
人
の
寄
与
が
相
続
人
の
寄
与
分
額
を
増
加
さ
せ
た
と
し
て
も
、
非
相
続
人
自
身
が
寄
与
の

対
価
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
寄
与
分
制
定
前
の
議
論
を
含
め
た
財
産
法
構
成
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー

チ
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（

208
）。

　

ま
た
、
寄
与
分
規
定
の
機
能
範
囲
と
い
う
意
味
で
は
、
相
続
人
が
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
場
合
、
調
整
額
を
遺
留
分
算
出
の
際
に
考

　
（
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慮
す
る
こ
と
が
二
三
一
六
条
に
お
い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ド
イ
ツ
法
で
の
そ
れ
が
よ
り
広
い
と
評
価
で
き
、
制
度
設
計
と
し

て
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
日
本
法
で
は
、
寄
与
分
制
定
当
時
、
遺
留
分
規
定
を
操
作
す
る
こ
と
な
く
規
定
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
遺

留
分
算
定
の
際
に
寄
与
分
は
考
慮
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る（

209
）。

し
か
し
、
寄
与
分
を
考
慮
し
た
相
続
分
に
基
づ
き
遺
留
分
の
算
定
を
す
る

と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
と
の
指
摘
も
為
さ
れ
て
お
り（

210
）、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
二
〇
五
七
条
ａ
と
二
三
一
六
条
の
関
係
の
理
解
を
含
め
て

な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
る（

211
）。

　

さ
ら
に
、
条
文
の
文
言
に
関
す
る
相
違
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
で
は
各
寄
与
行
為
に
つ
い
て
﹁
長
期
﹂
な

い
し
﹁
多
額
﹂
と
い
う
条
件
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
第
二
章
で
述
べ
た
通
り
﹁
長
期
﹂
な
い
し
﹁
多
額
﹂
で
あ
る
か
否
か
は
客

観
的
基
準
で
は
な
く
行
為
の
性
質
及
び
態
様
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
法
に
お
い
て
も
特
別
の
寄
与
が
あ
っ
た
と

認
定
さ
れ
る
た
め
の
判
定
基
準
は
、
期
間
や
金
額
と
い
っ
た
も
の
も
含
め
て
相
対
的
で
あ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
の
相

違
は
そ
れ
程
大
き
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
何
が
特
別
給
付
に
あ
た
る
か
を
考
察
す
る
た
め
の
材
料
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
他
に
も
、
ド
イ
ツ
法
で
は
家
政
等
に
お
け
る
共
働
、
金
銭
給
付
及
び
そ
の
他
の
給
付
と
介
護
給
付
と
が
区
別
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

日
本
法
の
よ
う
に
同
一
文
に
列
挙
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
今
回
の
相
続
法
改
正
ま
で
は
介
護
給
付
に
つ
き
職
業
収
入
放
棄
要
件
を
付

加
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
当
該
要
件
を
削
除
し
た
改
正
後
も
そ
の
形
式
は
修
正
さ
れ
ず
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
規
定
形
式

は
立
法
理
由
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
を
共
働
等
に
よ
る
給
付
と
介
護
給
付
と
の
調
整
に
性
質
的
な
差
異
を
見
て
い
る
た
め

で
あ
る
と
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
介
護
給
付
に
お
い
て
は
﹁
被
相
続
人
の
財
産
維
持
又
は
増
加
﹂
要
件
が
か
か
ら
な
い
と
読
む
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
見
解
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
お
い
て
も
職
業
収
入
放
棄
要
件
削
除
の
結
果
、

﹁
被
相
続
人
の
財
産
増
加
又
は
維
持
﹂
に
合
わ
せ
ら
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る（

212
）。

　

他
方
で
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
規
定
が
全
体
と
し
て
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
寄
与
行
為
の
金
銭
評
価
に

　
（
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つ
い
て
は
、
両
法
と
も
確
固
た
る
手
が
か
り
は
な
い
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
調
整
額
算
定
の
基
準
は
直
系
卑
属
の
給
付
の
期
間
及
び
範
囲

と
遺
産
の
価
額
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
、
直
系
卑
属
の
給
付
を
事
細
か
に
検
算
す
る
必
要
は
無
く
、
公
平
性
を
目
指
し
て
算
出
さ
れ
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
介
護
給
付
に
関
し
て
の
み
で
あ
り
、
か
つ
、
立
法
化
は
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、

相
続
法
改
正
の
政
府
草
案
の
段
階
で
は
調
整
額
の
範
囲
を
条
文
上
介
護
保
険
に
関
す
る
規
定
を
基
準
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
立
法
論
で
は
あ
る
が
、
算
定
基
準
を
条
文
上
明
確
し
よ
う
と
の
試
み
は
今
後
の
寄
与
分
制
度
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る

と
言
え
る
。

　

最
後
に
、
調
整
請
求
権
の
補
充
性
も
ま
た
ド
イ
ツ
法
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
直
系
卑
属
の
み
を
調
整
当
事
者
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
配
偶
者
と
並
ん
で
相
続
す
る
場
合
に
、
補
充
性
を
満
た
す
か
否
か
は
配
偶
者
に
も
直
系
卑
属
に
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
二
〇

五
七
条
ａ
が
機
能
し
な
い
場
合
、
特
別
給
付
を
し
た
直
系
卑
属
に
帰
属
す
る
請
求
権
は
遺
産
債
務
を
構
成
す
る
た
め
に
、
遺
産
分
割
に
先
立

っ
て
弁
済
を
受
け
る
。
こ
の
た
め
、
実
質
的
に
は
配
偶
者
も
そ
の
相
続
分
に
特
別
給
付
分
の
調
整
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
反
対
に
直

系
卑
属
は
自
身
の
調
整
義
務
が
軽
減
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
は
日
本
法
で
は
生
じ
得
な
い
。
こ
の
点
が
参
考
に
な
り
得
る
の
は
、
寄
与
者
が
一
般
法
理
に
よ
る
請
求
権
を
明
確
に
有
し

て
い
る
場
合
で
も
、
な
お
寄
与
分
主
張
が
可
能
か
否
か
と
い
う
問
題
と
給
付
の
清
算
が
寄
与
分
制
度
内
で
行
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
で
は
明
確
な
排
除
規
定
が
無
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
寄
与
分
主
張
す
る
こ
と
は
一
応
可
能
で
あ
る

と
理
解
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
寄
与
分
は
遺
産
の
範
囲
を
含
め
た
一
切
の
事
情
を
考
慮
す
る
の
だ
か
ら
、
相
続
法
上
で
処
理
す
る
場
合
は
一

般
法
理
に
よ
る
請
求
権
の
価
額
で
評
価
さ
れ
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
一
般
の
請
求
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
も
併
せ
て

考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
遺
産
分
割
外
で
一
般
の
請
求
権
を
行
使
し
た
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
当
該
請
求
者
の
法

定
相
続
分
の
債
務
は
控
除
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
寄
与
分
額
が
一
般
の
請
求
権
の
価
額
よ
り
低
く
算
定
さ
れ
た
と
し
て
も
債
務
控
除
分
に
相
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当
す
る
部
分
ま
で
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
非
相
続
人
の
寄
与
考
慮
に
通
じ
る
問
題
で
あ
る
。

第
二
節　

今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
日
本
法
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
の
理
解
、
個
別
的
論
点
の
解
決
及
び
寄
与
分
制
度
の
在
り
方
の
考
察
を
す
る
上
で
の
参
考
と
す

る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
の
大
枠
を
知
る
こ
と
主
た
る
目
的
と
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
成
立
か
ら
二
〇
〇
九
年
相
続
法

改
正
に
至
る
ま
で
及
び
現
行
法
上
の
運
用
を
概
観
し
、
制
度
概
要
か
ら
内
包
す
る
個
別
の
問
題
点
ま
で
の
網
羅
的
な
検
討
を
試
み
た
が
、
そ

れ
が
細
目
に
渡
る
ま
で
行
き
届
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
日
本
法
と
の
関
係
で
、
ド
イ
ツ
寄
与
分
規
定
の
特
徴
及
び
共
通
点
な
い

し
相
違
点
を
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
本
稿
に
挙
げ
た
以
外
の
も
の
も
含
め
比
較
検
討
す
べ
き
点
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
も
の
の
う
ち
、
と
り
わ
け
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
の
は
、
介
護
給
付
の
補
償
問
題
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
ド
イ
ツ
相
続
法

改
正
に
際
し
て
、
政
府
草
案
は
、
社
会
的
展
開
や
価
値
観
の
変
化
等
を
理
由
に
挙
げ
、
主
と
し
て
遺
留
分
法
の
改
正
を
目
指
し
て
い
た
。
と

く
に
、
先
に
出
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
枠
組
み
に
留
意
し
つ
つ
も
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
の
拡
張
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
遺
留
分
権
者
に
対
す
る
相
続
人
の
権
利
の
強
化
と
い
う
目
的
も
ま
た
、
こ
れ
に
沿
う
も
の
と
評
価
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
相
続
人
が

指
定
し
た
相
続
人
の
権
利
の
強
化
は
、
結
局
、
被
相
続
人
の
意
思
（
遺
言
の
自
由
）
を
尊
重
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
家

族
的
連
帯
に
よ
る
給
付
の
正
当
な
評
価
と
調
整
の
強
化
と
い
う
目
的
は
こ
れ
に
矛
盾
す
る
方
向
で
働
く
可
能
性
が
あ
る
。
調
整
請
求
権
者
が

遺
留
分
権
者
で
あ
る
場
合
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
が
そ
の
範
囲
で
制
限
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
二
〇
五
七
条

ａ
修
正
に
よ
る
家
族
給
付
の
評
価
の
強
化
を
図
り
、
介
護
者
に
調
整
請
求
に
つ
き
よ
り
強
い
権
利
性
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
や
は
り

高
齢
化
社
会
に
伴
う
介
護
給
付
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
最
終
的
に
調
整
当
事
者
範
囲
の
拡
張
や
介
護
保
険
規
定
の

参
照
に
よ
る
算
定
基
準
の
設
定
は
見
送
ら
れ
、
ご
く
狭
い
範
囲
で
の
修
正
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
、
今
回
の
改
正
の
意
図
（
家
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族
に
よ
る
介
護
の
社
会
的
評
価
と
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
の
介
護
給
付
の
積
極
的
な
評
価
）
が
ど
の
程
度
実
務
に
影
響
す
る
か
が
注
目
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

寄
与
態
様
の
な
か
で
も
介
護
給
付
の
評
価
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
ド
イ
ツ
以
上
に
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
日

本
に
と
っ
て
よ
り
深
刻
で
あ
る
と
言
え
る
。
日
本
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
法
を
参
考
と
し
た
介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
在
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
等
に
は
介
護
保
険
の
カ
バ
ー
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
場
合
の
寄
与
行
為

が
な
お
相
続
法
に
お
い
て
問
題
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
今
回
の
ド
イ
ツ
相
続
法
改
正
に
お
け
る
議
論
は
、
日
本
法
に
お
け
る
介
護
給
付
の

補
償
問
題
を
考
察
す
る
上
で
極
め
て
有
益
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
次
の
二
つ
の
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
政
府
草
案
が
明
確
な
算
定

基
準
を
条
文
上
設
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
一
貫
し
た
算
出
基
準
を
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ

こ
に
掲
げ
ら
れ
る
算
出
方
法
も
ま
た
一
貫
し
て
い
な
い
。
介
護
保
険
規
定
を
参
照
す
る
こ
と
の
当
否
も
含
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
と
り
わ
け
介
護
者
へ
法
定
の
遺
贈
を
認
め
る
と
い
う
提
案
や
介
護
給
付
に
つ
い
て
は
遺
産
分
割
に
お
け
る
調
整
請
求
権
で
は

な
く
、
遺
産
債
務
を
構
成
す
る
と
い
う
提
案
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
法
定
遺
贈
の
概
念
が
な
く
、
遺
産
分
割
シ
ス
テ
ム
が
異
な
る

日
本
法
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
る
べ
き
か
否
か
の
検
討
課
題
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、
被
相
続
人

に
対
す
る
介
護
活
動
を
寄
与
分
制
度
内
で
評
価
す
べ
き
か
、
そ
の
他
の
相
続
法
上
の
制
度
で
処
理
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
相
続
法
で
は
な
く

社
会
保
障
法
で
扱
う
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
非
相
続
人
の
寄
与
行
為
の
評
価
も
問
題
で
あ
る
。
非
相
続
人
の
寄
与
行
為
の
評
価
方
法
は
、
今
後
相
続
の
増
加
に
伴
い
寄
与
分
に

関
す
る
紛
争
も
増
加
す
る
だ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
る
両
国
で
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
相
続
法
改

正
議
論
の
な
か
で
も
調
整
当
事
者
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
か
と
い
う
問
題
が
多
く
の
関
心
を
呼
び
、
と
り
わ
け
、
政
府
草
案
の
ま
ま
で

は
実
際
上
に
介
護
給
付
を
為
す
こ
と
の
多
い
被
相
続
人
の
子
の
配
偶
者
が
救
済
さ
れ
な
い
こ
と
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
日
本
法
に
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お
け
る
寄
与
分
制
度
も
、
ド
イ
ツ
法
と
同
様
に
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
た
め
に
こ
の
問
題
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
相
続
人
の
寄
与
に
非
相
続
人
の
寄
与
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
る
解
決
を
図
っ
て
い
る
が
、
非
相
続

人
自
身
が
利
益
を
享
受
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
根
本
的
な
解
決
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
非
相
続
人
に
よ
る
寄
与
行
為
の
評
価
に
つ
い
て
は
、

立
法
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
が
、
立
法
的
解
決
が
為
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
寄
与
分
制
度
の
外
で
処
理
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る

と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
の
制
定
前
の
議
論
と
併
せ
て
、
二
〇
五
七
条
ａ
制
定
前
の
議
論
及
び
二
〇

五
七
条
ａ
の
補
充
性
故
に
今
な
お
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基
づ
く
請
求
権
﹂
に
関
す
る
議
論
が
参
考
に
な

る
。
そ
の
際
、
相
続
法
上
考
慮
さ
れ
る
べ
き
寄
与
は
、
家
族
が
家
族
に
対
し
て
行
う
給
付
な
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
財
産
法
に
お
け
る
よ
う

な
交
換
関
係
な
い
し
対
価
関
係
に
お
い
て
為
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
財
産
法
構
成
に
よ
る
ア
プ
ロ

ー
チ
で
の
非
相
続
人
の
保
護
が
実
体
法
上
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
手
続
法
上
、
非
相
続
人
の
遺
産
分
割
へ
の
介
入
が
問
題
と
な
る
。
従
っ

て
、
非
相
続
人
の
遺
産
分
割
に
係
る
手
続
き
保
障
を
念
頭
に
、
立
証
問
題
や
名
宛
人
の
問
題
を
含
め
た
実
体
法
及
び
手
続
法
の
両
側
面
に
つ

き
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
産
分
割
シ
ス
テ
ム
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
寄
与
分
規
定
の
改
正
は
、
寄
与
分
制
度
の
役
割
、
そ
の
可
能
性
な
い
し
限
界
を
問
う
作
業
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
改
正
法
は
、
こ
れ
に
一
つ
の
解
答
を
出
し
た
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
相
続
に
お
け
る
実
質
的
公
平
が
い
か
に
実
現
さ
れ
る
の

か
、
今
後
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

以　

上　

（
1
）　

単
純
な
計
算
レ
ベ
ル
で
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。
従
っ
て
、
寄
与
分
と
特
別
受
益
が
完
全
に
同
列
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で

は
な
い
。
な
お
、
寄
与
分
と
特
別
受
益
の
関
係
を
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
は
、
上
野
雅
和
﹁
寄
与
分
と
特
別
受
益
﹂
中
川
淳
先
生
還
暦
祝
賀
論
集
﹃
現
代
社

会
と
家
族
法
﹄（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
七
年
）
四
一
六
頁
等
が
あ
る
。

　
（
一
一
四
八
）
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イ
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相
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同
志
社
法
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六
二
巻
四
号

（
2
）　

栗
原
平
八
郎
﹁
寄
与
分
制
度
創
設
の
経
緯
﹂
太
田
武
男
ほ
か
編
﹃
寄
与
分
―
そ
の
制
度
と
課
題
―
﹄（
一
粒
社
・
一
九
九
八
年
）
四
頁
。

（
3
）　

説
の
分
類
は
、
岩
井
俊
﹁
寄
与
分
の
判
例
と
算
定
基
準
﹂
別
冊
判
タ
八
号
︿
家
族
法
の
理
論
と
実
務
﹀（
一
九
八
〇
年
）
二
〇
三
頁
、
稲
本
洋
之
助
﹁
い
わ
ゆ
る
﹃
寄

与
分
﹄
に
つ
い
て
﹂
中
川
善
之
助
先
生
追
悼
﹃
現
代
家
族
法
体
系4

﹄（
一
九
八
〇
年
・
有
斐
閣
）
三
八
五
頁
、
加
藤
一
郎
﹁
相
続
法
の
改
正
（
下
）﹂
ジ
ュ
リ
七
二
三

号
（
一
九
八
〇
年
）
一
一
〇
頁
等
を
参
考
に
し
た
。

（
4
）　

辻
朗
﹁
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
寄
与
分
の
法
的
性
質
と
要
件
﹂
判
タ
六
六
三
号
（
一
九
八
八
年
）
五
頁
。

（
5
）　

鈴
木
禄
彌
﹁
寄
与
相
続
人
の
権
利
の
性
質
﹂
別
冊
判
タ
八
号
︿
家
族
法
の
理
論
と
実
務
﹀（
一
九
八
〇
年
）
三
一
八
頁
。

（
6
）　

山
畠
正
男
﹁
法
定
相
続
の
不
公
平
―
相
続
法
改
正
批
判
﹂
法
セ
三
一
三
号
（
一
九
八
一
年
）
八
頁
。

（
7
）　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
に
関
し
て
は
、
松
倉
耕
作
﹁
相
続
財
産
の
形
成
・
維
持
に
対
す
る
相
続
人
の
寄
与
―
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
に
お
け
る

―
（
二
）﹂
民
商
六
八
巻
四
号
（
一
九
七
三
年
）
一
七
頁
以
下
、
千
藤
洋
三
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
い
わ
ゆ
る
寄
与
分
制
度
に
つ
い
て
﹂
関
西
大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論

文
集
（
下
巻
）（
一
九
八
八
年
）
一
二
三
頁
、
同
﹁
諸
外
国
の
立
法
に
現
れ
た
寄
与
分
の
問
題
―
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
﹂
太
田
・
前
掲
（
2
）
二
四
六
頁
以
下
等
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

ス
イ
ス
に
お
け
る
寄
与
分
制
度
に
関
し
て
は
、
松
倉
耕
作
﹁
相
続
財
産
の
形
成
・
維
持
に
対
す
る
相
続
人
の
寄
与
―
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
に
お
け
る
―

（
一
）﹂
民
商
六
八
巻
三
号
（
一
九
七
三
年
）
六
二
頁
以
下
、
同
﹁
寄
与
分
に
つ
い
て
﹂
ジ
ュ
リ
五
九
六
号
（
一
九
七
五
年
）
五
五
頁
以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）　

そ
の
一
例
と
し
て
、
一
九
二
五
年
五
月
二
二
日
に
ラ
イ
ヒ
参
議
院
に
提
出
さ
れ
た
﹁
非
嫡
出
子
と
養
子
縁
組
に
関
す
る
法
律
の
政
府
草
案
（R

egierungsentw
urf 

eines G
esetzes über die unehelichen K

inder und die A
nnahm

e an K
indes Statt

）﹂（N
r.108 der R

eichsratsdrucksachen 1925

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
修
正
を
受
け
た
後
に
﹁
非
嫡
出
子
と
養
子
縁
組
に
関
す
る
法
律
案
（E

ntw
urf eines G

esetzes über die unehelichen K
inder und die A

nnahm
e an 

K
indesstatt

）﹂（N
r.733 der R

eichstagsdrucksachen 1928/29
）
と
し
て
、
一
九
二
九
年
一
月
一
一
日
に
帝
国
議
会
へ
と
提
出
さ
れ
た
が
、
結
局
法
律
と
な
る
に

は
至
ら
な
か
っ
た
（B

T-D
rucks. V

/2370., S.18

）。﹁
非
嫡
出
子
と
養
子
縁
組
に
関
す
る
法
律
案
﹂
に
つ
い
て
は
穂
積
重
遠
﹁
独
逸
私
生
児
法
改
正
案
に
つ
い
て
﹂
山

田
教
授
還
暦
祝
賀
論
文
集
（
有
斐
閣
・
一
九
三
〇
年
）
一
六
九
頁
以
下
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
私
生
子
制
度
へ
の
批
判
及
び
改
正
主
張
に
つ
い
て
は
、
同
・

一
七
三
頁
―
一
七
六
頁
に
詳
し
い
。

（
10
）　

民
法
分
野
で
の
改
正
が
滞
っ
て
い
た
一
方
で
、
公
法
の
領
域
で
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
二
一
条
（
基
本
法
六
条
五
項
は
同
条
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
﹁
社
会
に
お

け
る
地
位
﹂
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。）
の
委
任
の
実
行
と
し
て
、
一
九
二
〇
年
に
帝
国
賃
金
法
、
帝
国
恩
給
法
、
一
九
二
二
年
に
帝
国
少
年
福
祉
法
、
一
九
二
三

年
に
帝
国
鉱
夫
組
合
法
、
一
九
二
〇
年
及
び
一
九
二
四
年
に
帝
国
戸
籍
法
改
正
法
と
い
っ
た
立
法
措
置
を
取
っ
て
い
る
（
佐
藤
義
彦
﹁
西
ド
イ
ツ
非
嫡
出
子
法
の
改

　
（
一
一
四
九
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
二
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
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正
に
つ
い
て
―
政
府
草
案
の
発
表
を
機
縁
と
し
て
―
（
一
）﹂
同
志
社
法
学
二
〇
巻
一
号
（
一
九
六
八
年
）
五
四
―

五
五
頁
）。

（
11
）　

B
T-D

rucks.V
/2370., S.16. 

ま
た
、
一
九
六
六
年
の
非
嫡
出
子
法
担
当
官
草
案
ま
で
に
提
案
さ
れ
た
法
改
正
の
簡
単
な
リ
ス
ト
がM

a
rcu

s L
u

tter, D
as 

E
rbrecht des nichtehelichen K

indes, 2.A
ufl., 1972, S.13, F

n.1

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）　

B
G

B
l. IS.1243.

（
13
）　

H
erausgegeben von B

undesjustizm
inisterium

, B
ielefeld 1966. 

非
嫡
出
子
法
担
当
官
草
案
の
紹
介
は
、
佐
藤
義
彦
﹁
西
ド
イ
ツ
の
非
嫡
出
子
法
報
告
者
草
案

に
つ
い
て
﹂
同
志
社
法
学
一
九
巻
一
号
（
一
九
六
八
年
）
七
三
頁
、
森
達
﹁
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
に
関
す
る
専
門
家
試
案
︹
一
︺﹂
比
較
法
六
号
（
一
九
六
八
年
）

六
七
頁
、
同
・﹁
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
に
関
す
る
専
門
家
試
案
︹
二
︺﹂
比
較
法
七
号
（
一
九
六
八
年
）
八
九
頁
以
下
で
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　

B
T-D

rucks. V
/2370.

（
15
）　

基
本
法
六
条
五
項
の
訳
出
は
、
高
橋
和
之
編
﹃
世
界
憲
法
集
﹄（
岩
波
文
庫
・
二
〇
〇
七
年
）
一
六
九
頁
︹
石
川
健
治
執
筆
部
分
︺
を
参
考
に
し
た
。

（
16
）　

B
V

erfG
E

 25, S.167

＝N
JW

 1969, S.597

＝F
am

R
Z

 1969, S.196. 

父
の
生
前
に
父
子
関
係
の
承
認
が
さ
れ
、
月
々
の
扶
養
料
を
支
払
う
旨
を
約
し
た
公
文
書
を

作
成
し
た
非
嫡
出
子
が
、
父
の
死
亡
後
に
当
該
扶
養
料
を
上
回
る
額
の
遺
児
年
金
を
受
取
っ
た
場
合
に
、
配
偶
者
及
び
単
独
相
続
人
た
る
嫡
出
子
は
非
嫡
出
子
か
ら

の
扶
養
料
支
払
請
求
を
拒
否
で
き
る
か
、
す
な
わ
ち
、
一
七
一
二
条
に
基
づ
く
扶
養
料
か
ら
遺
児
年
金
を
控
除
す
る
こ
と
の
可
否
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

（
17
）　

B
V

erfG
E

 8, S.210

＝F
am

R
Z

 1958,S.451.

（
18
）　

Staudinger/ O
la

f W
ern

er, K
om

m
entar zum

 B
ürgeriches G

esetzbuch, N
eubearb., 2000., V

orbem
 zu §§1924

―1936, R
dN

r.36.

（
19
）　

基
本
法
六
条
一
項
﹁
婚
姻
及
び
家
族
は
、
国
家
的
秩
序
に
よ
り
特
別
な
保
護
を
受
け
る
。﹂
訳
出
は
、
高
橋
・
注
（
15
）
一
六
八
頁
︹
石
川
健
治
執
筆
部
分
︺
に
拠

っ
た
。

（
20
）　

現
実
の
相
続
権
に
替
え
て
与
え
ら
れ
る
金
銭
請
求
権
で
あ
り
、
遺
産
債
務
を
構
成
す
る
。
従
っ
て
、
相
続
代
償
請
求
権
を
得
た
非
嫡
出
子
は
、
他
の
共
同
相
続
人

と
共
に
相
続
共
同
体
に
属
す
る
こ
と
は
な
い
。

（
21
）　

詳
細
は
後
述
す
る
。
な
お
、
山
口
純
夫
﹁
西
ド
イ
ツ
非
嫡
出
子
相
続
法
﹂
甲
南
法
学
一
二
巻
三
・
四
号
（
一
九
七
二
年
）
五
五
頁
―
五
六
頁
参
照
。

（
22
）　

L
u

tter, a.a.O
., S.15; D

ieter B
rü

ggem
a

n
n

, D
as neue E

rbrecht, D
A

V
orm

 1969, S.221, 222.

（
23
）　

満
二
一
歳
か
ら
二
七
歳
未
満
で
あ
る
非
嫡
出
子
が
、
父
に
対
し
て
相
続
開
始
前
に
金
銭
を
も
っ
て
相
続
清
算
を
請
求
で
き
る
権
利
。
相
続
代
償
請
求
権
及
び
事
前

の
相
続
清
算
に
つ
い
て
は
山
口
・
前
掲
注
（
21
）
六
三
頁
以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）　

B
T-D

rucks. V
/4179., S2.; F

elix
 O

d
ersky, K

om
m

entar zum
 N

ichtehelichen G
esetz, 4. A

ufl., 1978, S1.

　
（
一
一
五
〇
）
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（
25
）　

既
に
非
嫡
出
子
法
担
当
官
草
案
の
段
階
で
、﹁unehelich

﹂
と
表
記
す
る
こ
と
に
は
反
対
意
見
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、﹁un

﹂
に
は
否
定
を
表
現
す

る
の
み
な
ら
ず
、
意
味
の
変
化
を
伴
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
結
果
﹁unehelich

﹂
も
ま
た
価
値
評
価
の
下
落
を
意
味
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。M

a
rcu

s L
u

tter, 

D
as E

rbrecht des nichtehelichen K
indes, F

am
R

Z
 1967, S.67, F

n.21.

こ
れ
に
加
え
、
新
た
な
表
記
（nichtehelich

）
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
非

嫡
出
子
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　

こ
う
し
た
表
記
の
変
更
を
評
価
す
る
見
解
と
し
て
、L

u
tter, a.a.O

., S.16 

が
あ
る
。
ま
た
、A

lex
a

n
d

er K
n

u
r, F

am
ilienrechtliche und erbrechtliche 

P
roblem

e des G
esetzes über die rechtliche Stellung der nichtehelichen K

inder, F
am

R
Z

 1970, S. 269, F
n.1 

は
、
表
記
の
変
更
は
正
当
で
あ
る
と
し
つ

つ
も
、
子
が
不
当
な
子
（illegitim

es K
ind

）
で
あ
り
、
不
当
な
子
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
と
し
て
い
た
。

（
26
）　

な
お
、同
様
に
基
本
法
六
条
五
項
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
親
子
法
改
正
の
一
環
と
し
て
（
親
子
法
改
正
法
（K

indschaftsreform
gesetz

）
に
よ
り
、

旧
一
七
〇
五
条
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。）、
一
九
九
七
年
一
二
月
一
六
日
交
付
、
翌
一
九
九
八
年
四
月
一
日
施
行
の
い
わ
ゆ
る
相
続
権
平
等
取
扱
法
（E

rbrechtsgleich

―

stellungsgesetz

）（
非
嫡
出
子
平
等
取
扱
法
（G

esetz zur G
leichstellung nichtehelicher K

inder

）BG
B

l. IS. 2968

）
が
導
入
さ
れ
た
。
同
法
の
目
的
は
、
相
続

法
上
に
残
さ
れ
た
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
の
区
別
を
廃
止
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
旧
一
九
三
四
条
ａ
―
一
九
三
四
条
ｅ
は
削
除
さ
れ
た
。
親
子

法
改
正
法
及
び
相
続
権
平
等
取
扱
法
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
（
著
）・
海
老
原
明
夫
（
訳
）﹁
ド
イ
ツ
家
族
法
・
相
続
法
の
発
展
一
九
九
八
年
―
二
〇
〇

〇
年
﹂
日
独
法
学
二
〇
巻
（
二
〇
〇
二
年
）
七
二
頁
以
下
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
一
九
九
八
年
七
月
一
日
以
降
は
、
嫡
出
子
・
非
嫡
出
子
と
い
う
文
言
さ
え
も
法
律
上
の
表
現
と
し
て
は
ド
イ
ツ
民
法
典
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。
現
在
で

は
﹁
結
婚
し
た
両
親
の
子
（K

ind m
iteinander verheirateter E

ltern

）﹂、﹁
結
婚
し
て
い
な
い
両
親
の
子
（K

ind nicht m
iteinander verheirateter E

ltern

）﹂

と
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
村
上
淳
一
ほ
か
﹃
ド
イ
ツ
法
入
門
﹄（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）
一
五
〇
頁
）。

（
27
）　

以
下
の
記
述
は
、
専
ら
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。L

u
tter, a.a.O

., S.100f.; F
ried

lich
 W

ilh
elm

 B
osch

, E
rbrechtliche P

roblem
e des 

“N
ichtehelichengesetzes ”, F

am
R

Z
 1972, S.169,173; Soergel / M

a
n

fred
 W

orf, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, N
eubearb., 2002, R

dN
r. 

1ff; Staudinger/ O
la

f W
ern

er,. 13. A
ufl., 2002, R

dN
r. 1ff; M

ünchener/ A
n

d
rea

s H
erd

lich
, K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch, 4.A

ufl., 

2004, R
dN

r. 1ff; G
ottfried

 S
ch

iem
a

n
n

, E
rbrechtliche F

olgen F
am

iliärer L
eistungen, in F

estschrift für D
ieter Schw

ab, 2005, S.556.

（
28
）　

N
JW

 1965, S.1224. 

直
接
に
は
、
当
該
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
帰
趨
を
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。

（
29
）　

現
一
六
一
九
条
で
あ
り
、
両
親
の
世
帯
に
属
す
る
子
の
役
務
提
供
義
務
を
定
め
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
。

（
30
）　

以
下
の
記
述
は
、
専
らK

a
rl F

irsch
in

g, G
esetz über rechtliche Stellung der nicht-ehelichen K

inder vom
 19.8.1969, R

pfleger, 1970, S.48f

の
記
述

　
（
一
一
五
一
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
二
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

を
参
考
と
し
た
。

（
31
）　

各
ラ
ン
ト
の
提
案
。

（
32
）　

非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
の
立
場
。

（
33
）　

M
a

rcu
s L

u
tter, Z

um
 E

rbrecht der nichtelelichen K
inder, N

JW
 1968, S1801. 

な
お
、
非
嫡
出
子
法
担
当
官
草
案
で
は
、
婚
内
の
直
系
卑
属
が
存
し
な
い

と
し
て
も
、
配
偶
者
が
非
嫡
出
子
と
共
同
相
続
人
と
な
る
場
合
、
配
偶
者
に
は
非
嫡
出
子
に
対
す
る
継
承
権
（
金
銭
補
償
に
よ
り
遺
産
の
継
承
を
請
求
す
る
権
利
）
が

与
え
ら
れ
る
と
し
て
い
た
。

（
34
）　

同
価
値
的
な
解
決
を
前
提
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
相
続
共
同
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
の
な
か
っ
た
非
嫡
出
子
が
、
相
続
持
分
の
実
現
の
た
め
に
遺
産
分
割
を
推

し
進
め
る
こ
と
は
小
家
族
を
不
当
な
危
険
に
晒
す
と
い
う
配
慮
か
ら
、
非
嫡
出
子
法
政
府
草
案
で
は
相
続
代
償
請
求
権
を
与
え
る
と
い
う
中
間
的
な
解
決
を
提
案
し

て
い
た
。F

irsch
in

g, a.a.O
., S.48.

（
35
）　

B
T-D

rucks. V
/2370, S.90.

（
36
）　

B
T-D

rucks. V
/2370, S.91.

（
37
）　

F
ried

lich
 W

ilh
elm

 B
osch

, R
eform

 des U
nehelichenrechts? Ja-aber w

ie?,F
am

R
Z

 1968, S.621, S.628.

（
38
）　

V
gl. Jü

rgen
 D

a
m

ra
u

,E
rbresatyanspruch und E

rbausgleich, F
am

R
Z

 1969, S.579, 580, F
n.11.

（
39
）　

B
osch

, a.a.O
., S.628., F

n.85.  

ボ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
婚
内
の
直
系
卑
属
な
い
し
生
存
配
偶
者
の
共
働
に
よ
る
被
相
続
人
へ
の
貢
献
の
問
題
は
、
一
三
八
一
条
を

類
推
し
て
非
嫡
出
子
の
相
続
代
償
請
求
権
の
一
部
失
効
（Teilw

egfall

）
に
よ
り
解
決
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。
当
該
規
定
は
、
夫
婦
が
法
定
財
産
制
（
剰
余

共
同
制
）
を
選
択
し
て
い
る
場
合
の
増
加
額
の
清
算
（Z

ugew
innausgleich

）
に
関
す
る
公
平
条
項
で
あ
り
、
そ
の
一
項
で
﹁
債
務
者
は
、
増
加
額
の
清
算
が
事
案

の
状
況
に
応
じ
て
著
し
く
不
当
で
あ
る
限
り
、
調
整
請
求
権
の
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
定
め
て
い
る
。

（
40
）　

A
lex

a
n

d
er K

n
u

r, D
ie A

usw
irkungen der R

eform
 des U

nehelichenrechts auf den U
nternehm

ensbereich, D
B

 1969, S.207.

（
41
）　

B
T-D

rucks. V
/4179, S.6. Z

u N
r. 83a.

（
42
）　

B
rü

ggem
a

n
n

, a.a.O
., S.208.

（
43
）　

ス
イ
ス
民
法
典
旧
六
三
三
条
﹁
そ
の
両
親
に
共
通
の
家
政
に
お
い
て
、
労
働
ま
た
は
収
入
を
与
え
た
成
人
の
子
は
、
適
切
な
報
酬
を
明
確
に
放
棄
し
て
い
な
い
場
合
、

こ
れ
の
た
め
に
両
親
の
相
続
財
産
の
分
配
時
に
公
平
な
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
ス
イ
ス
民
法
典
旧
六
三
三
条
を
模
範
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
規

定
の
学
説
及
び
判
例
は
二
〇
五
七
条
ａ
の
解
釈
・
適
用
に
関
し
て
参
考
に
さ
れ
得
る
と
さ
れ
る
。D

a
m

ra
u

, a.a.O
., S.580, F

n.10.; A
lex

a
n

d
er K

n
u

r, 

　
（
一
一
五
二
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
二
五

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

F
am

ilienrechtliche und erbrechtliche P
roblem

e des G
esetzes über die rechtliche Stelunng der nichtehelichen K

inder 

（Teil II

）, D
B

 1970, 

S.1113, S.1115.

な
お
、
一
九
七
二
年
の
改
正
に
よ
り
当
該
規
定
は
削
除
さ
れ
、
現
在
で
は
三
三
四
条
、
三
三
四
条
の
二
と
な
っ
て
い
る
。

（
44
）　

L
u

tter, a.a.O
., S.109; O

d
esky, a.a.O

., S.579; Staudinger/ W
ern

er,a.a.O
., R

dN
r.4.

（
45
）　

D
a

m
ra

u
, a.a.O

., S.581; B
osch

, a.a.O
., S.174; W

ilh
 W

eim
a

r, D
er A

usgleichungsanspruch eines A
bköm

m
lings  bei besinderer M

itarbeit und 

P
flege 

（§2057aB
G

B

）, M
D

R
 1973, S.23,S.25; O

d
esky, a.a.O

., S.579; E
rm

an/ W
ilfried

 S
ch

lü
ter, B

G
B

, 11. A
ufl., 2004, R

dN
r.8.

（
46
）　

M
ünchener/ H

erd
lich

, a.a.O
., R

dN
r.13.

（
47
）　

N
E

helG

一
二
章
一
〇
条
一
項
。

（
48
）　

N
E

helG

一
二
章
一
〇
条
二
項
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
相
続
平
等
取
扱
法
に
よ
っ
て
も
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。V

gl. M
ünchener/ H

erd
lich

, a.a.O
., S.718.

（
49
）　

訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
太
田
武
男
＝
佐
藤
義
彦
編
﹃
注
釈
ド
イ
ツ
相
続
法
﹄（
三
省
堂
・
一
九
八
九
年
）
四
二
四
頁
︹
本
沢
巳
代
子
執
筆
部
分
︺
を
参
考
と
し
た
。

（
50
）　

本
節
の
記
述
は
、
山
田
晟
﹃
ド
イ
ツ
法
概
論
Ⅱ
（
第
3
版
）﹄（
有
斐
閣
・
一
九
八
七
年
）、
太
田
＝
佐
藤
・
前
掲
注
（
49
）、
山
口
純
夫
﹁
西
ド
イ
ツ
相
続
法
﹂
比
較

法
研
究
三
二
号
（
一
九
七
一
年
）
五
三
頁
以
下
、D

ieter L
eip

old
, E

rbrecht, 17.A
ufl., 2009; R

a
in

er F
ra

n
k, E

rbrecht, 4. A
ufl., 2007  

等
を
参
考
と
し
た
。

（
51
）　

相
続
契
約
及
び
遺
言
は
、
被
相
続
人
の
死
後
に
効
力
を
生
じ
る
た
め
、
併
せ
て
死
因
処
分
と
い
わ
れ
る
。

（
52
）　

例
え
ば
相
続
開
始
前
の
死
亡
（
一
九
二
三
条
）、
廃
除
（E

nterbung

）（
一
九
三
八
条
）、
相
続
放
棄
（
一
九
五
三
条
）
相
続
欠
格
（
二
三
四
四
条
）
等
が
こ
れ
に
当

た
る
。

（
53
）　

一
三
七
一
条
一
項
﹁
配
偶
者
の
死
亡
に
よ
り
財
産
制
が
終
了
し
た
場
合
、
剰
余
の
清
算
は
、
生
存
配
偶
者
の
法
定
相
続
分
に
相
続
財
産
の
四
分
の
一
を
増
加
す
る

こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
配
偶
者
が
個
別
の
事
案
で
剰
余
を
得
た
か
ど
う
か
は
重
要
で
は
な
い
。﹂

（
54
）　

二
〇
五
二
条
﹁
被
相
続
人
が
、
直
系
卑
属
が
法
定
相
続
人
と
し
て
取
得
す
べ
き
も
の
に
つ
き
直
系
卑
属
を
相
続
人
に
指
定
し
た
場
合
、
又
は
被
相
続
人
が
、
直
系

卑
属
の
相
続
分
相
互
が
法
定
相
続
分
と
同
一
の
関
係
に
あ
る
よ
う
に
直
系
卑
属
の
相
続
分
を
指
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
直
系
卑
属
は
、
第
二

〇
五
〇
条
及
び
第
二
〇
五
一
条
に
従
っ
て
調
整
の
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。﹂
訳
出
は
、
太
田
＝
佐
藤
・
前
掲
注
（
49
）
四
〇
二
―

四
〇
三
頁
︹
床
谷
文
雄
執
筆
部
分
︺

に
拠
っ
た
。

（
55
）　

直
系
卑
属
の
う
ち
、
一
部
が
相
続
権
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
場
合
や
一
部
に
つ
い
て
の
み
法
定
相
続
割
合
と
同
様
の
割
合
で
相
続
人
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当

該
法
定
相
続
割
合
の
関
係
に
立
つ
直
系
卑
属
間
で
調
整
が
な
さ
れ
る
（C

h
ristop

h
 A

n
n

, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, 5. A
ufl.2010., §2052, 

R
dN

r. 2.

）。

　
（
一
一
五
三
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
二
六

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

（
56
）　

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
夫
婦
に
よ
る
共
同
遺
言
が
許
さ
れ
て
い
る
が
（
い
わ
ゆ
る
ベ
ル
リ
ン
遺
言
）（
二
二
六
九
条
）、
そ
の
場
合
、
後
に
死
亡
す
る
者
と
並
ん
で
先
に

死
亡
す
る
者
も
ま
た
被
相
続
人
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
直
系
卑
属
が
二
〇
五
七
条
ａ
に
基
づ
く
給
付
を
先
に
死
亡
す
る
者
に
し
て
い
た
場
合
に
も
、
後
に
死

亡
す
る
者
の
相
続
時
に
そ
の
給
付
の
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（K

n
u

r, a.a.O
., S.1115; O

d
ersky, a.a.O

., S.579; Staudinger/ W
ern

er, 

a.a.O
., R

dN
r.20; M

ünchener/ H
erd

rich
, a.a.O

., R
dN

r.7

）。

　
　
　

参
考
と
し
て
、
二
二
六
九
条
一
項
﹁
夫
婦
が
、
相
互
に
相
手
方
を
相
続
人
に
指
定
し
て
い
る
共
同
遺
言
で
生
存
者
の
死
亡
後
に
双
方
の
遺
産
が
第
三
者
に
帰
属
す

べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
そ
の
第
三
者
は
、
全
遺
産
に
つ
い
て
後
に
死
亡
す
る
配
偶
者
の
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。﹂

（
57
）　

二
〇
五
一
条
一
項
﹁
相
続
人
と
し
て
調
整
の
義
務
を
負
う
べ
き
直
系
卑
属
の
一
人
が
相
続
開
始
前
又
は
相
続
開
始
後
の
相
続
権
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
代

わ
る
直
系
卑
属
は
、
そ
の
者
に
な
さ
れ
た
出
捐
に
つ
き
調
整
す
る
義
務
を
負
う
。﹂
訳
出
は
、
太
田
＝
佐
藤
・
前
掲
注
（
49
）
四
〇
一
頁
︹
床
谷
文
雄
執
筆
部
分
︺
に

拠
っ
た
。

（
58
）　

ル
タ
ー
（L

u
tter

）
は
﹁
一
方
で
、
な
に
ゆ
え
に
二
〇
五
七
条
ａ
が
一
身
専
属
的
な
性
質
（höchstperönliche C

harakter

）
を
有
し
、
か
つ
、
一
族
全
体
の
利

益
と
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
適
切
な
理
由
は
明
ら
か
に
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
、
二
〇
五
一
条
を
参
照
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
二
〇

五
七
条
ａ
に
つ
い
て
の
基
盤
と
し
て
推
測
さ
れ
る
被
相
続
人
の
意
思
に
そ
の
点
で
絶
対
的
に
見
合
う
も
の
で
も
な
い
。
―
被
相
続
人
か
ら
見
て
―
そ
の
母
が
祖
父

（
被
相
続
人
）
の
家
政
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
常
に
孫
は
よ
り
多
く
を
受
取
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
﹂（L

u
tter, a.a.O

., S.106

）
と
し
て
、
二

〇
五
一
条
の
準
用
に
懐
疑
的
な
見
解
を
示
す
。
ま
た
、
ク
ヌ
ー
ル
は
明
確
に
二
〇
五
一
条
の
準
用
を
否
定
し
て
お
り
、
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
の
も
と
で
生
じ
た
調

整
請
求
権
が
、
彼
を
代
襲
し
た
相
続
人
に
帰
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、﹁
こ
こ
に
、
法
の
欠
陥
が
顕
れ
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
、
判
例
の
職
責
は
こ
の
穴

を
埋
め
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
﹂（K

n
u

r, a.a.O
., S.1115

）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
59
）　

D
a

m
ra

u
, a.a.O

., S
.580; O

d
esky

, a.a.O
., S

.579; S
oergel/ W

olf, a.a.O
., R

d
N

r.10; M
ü

n
ch

en
er/ H

eld
rich

, a.a.O
., R

d
N

r.7; P
alan

d
t/ W

olfga
n

g 

E
d

en
h

ofer, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, 66.A
ufl., 2007, R

dN
r.3.

（
60
）　

準
用
を
認
め
る
根
拠
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
ダ
ム
ラ
ウ
（D

a
m

ra
u

）
は
、﹁
二
〇
五
一
条
は
、
相
続
開
始
の
前
後
に
＂
相
続
権
を
喪
失
し
た
＂
直
系
卑
属
の
利
益

と
な
っ
た
調
整
義
務
の
あ
る
生
前
贈
与
（V

orem
pfang

）
は
、
そ
の
卑
属
に
代
わ
る
直
系
卑
属
⋮
に
よ
り
調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
調
整
義
務
者
の
負
担
で
そ
の

他
の
直
系
卑
属
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
二
〇
五
〇
条
以
下
に
よ
る
調
整
義
務
に
基
づ
き
、
あ
る
直
系
卑
属
は
他
の
全
て
の
直
系
卑
属
の

た
め
に
調
整
請
求
権
が
援
用
さ
れ
る
一
方
で
、
二
〇
五
七
条
ａ
は
、
他
の
全
て
の
直
系
卑
属
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
あ
る
直
系
卑
属
を
優
遇
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
の
意
義
及
び
目
的
に
よ
れ
ば
、
調
整
の
二
つ
の
性
質
は
合
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
恐
ら
く
言
わ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
﹂
と
し
、
被
相
続
人
の
生
存
中
に
し
た
子

　
（
一
一
五
四
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
二
七

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

の
善
行
（W

ohltat

）
に
つ
い
て
、
被
相
続
人
は
相
続
開
始
時
に
そ
の
子
が
相
続
権
を
喪
失
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
子
の
子
ら
（
孫
）
に
報
い
る
意
図
が
あ
り
、
そ
う

し
た
目
的
は
二
〇
五
一
条
の
準
用
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
と
す
る
（D

a
m

ra
u

, a.a.O
., S.580

）。

（
61
）　

二
〇
五
三
条
一
項
﹁
相
続
順
位
に
お
い
て
優
先
す
る
近
い
親
等
の
直
系
卑
属
が
相
続
権
を
失
う
前
に
遠
い
親
等
の
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
か
ら
受
け
た
出
捐
、
又

は
直
系
卑
属
の
補
充
相
続
人
と
な
る
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
か
ら
受
け
た
出
捐
は
、
調
整
す
る
必
要
が
無
い
、
た
だ
し
、
被
相
続
人
が
そ
の
出
捐
の
際
に
調
整
を
定

め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。﹂
二
項
﹁
直
系
卑
属
が
直
系
卑
属
と
し
て
の
法
律
上
の
地
位
を
取
得
す
る
前
に
被
相
続
人
か
ら
出
捐
を
受
け
た
と
き
も
、
同
様

で
あ
る
。﹂
訳
出
は
、
太
田
＝
佐
藤
・
前
掲
注
（
49
）
四
〇
四
頁
︹
辻
博
明
執
筆
部
分
︺
に
拠
っ
た
。

（
62
）　

二
〇
五
三
条
の
準
用
を
肯
定
す
る
、
従
っ
て
、
被
代
襲
者
の
存
在
に
よ
っ
て
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
時
点
で
の
特
別
給
付
は
調
整
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
と

し
て
、
ダ
ム
ラ
ウ
は
二
〇
五
一
条
の
準
用
を
肯
定
す
る
考
え
方
が
そ
の
ま
ま
二
〇
五
三
条
の
準
用
を
正
当
化
す
る
と
し
（
前
掲
注
（
60
）
参
照
）、
次
の
よ
う
に
言
う
。

す
な
わ
ち
、﹁
二
〇
五
三
条
で
は
、
被
相
続
人
は
直
系
卑
属
に
、
未
だ
そ
の
他
の
直
系
卑
属
が
当
該
直
系
卑
属
を
相
続
か
ら
排
除
し
て
い
た
時
点
で
生
存
贈
与
を
与
え

て
い
る
。
被
相
続
人
は
当
該
直
系
卑
属
を
、
そ
の
相
続
分
に
つ
い
て
生
前
贈
与
を
調
整
さ
せ
る
直
接
の
相
続
人
と
し
て
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

よ
り
親
等
の
遠
い
直
系
卑
属
が
法
定
相
続
人
と
な
る
場
合
も
、
調
整
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
生
前
贈
与
を
受
け
た
利
益
を
保
持
し
て
お
く
べ

き
な
の
で
あ
る
。
逆
の
ケ
ー
ス
で
、
た
と
え
ば
未
だ
父
が
生
存
し
て
い
る
時
に
、
孫
が
被
相
続
人
（
祖
父
）
を
長
年
看
護
し
、
祖
父
に
つ
い
て
相
続
が
開
始
し
た
時

点
で
既
に
父
が
死
亡
し
て
い
た
場
合
、
二
〇
五
三
条
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
も
死
因
処
分
に
よ
っ
て
別
段
の
定
め
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
被
相
続
人
の
意
思
は
、
そ
の

他
の
直
系
卑
属
を
優
遇
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
得
る
﹂（R

u
d

olf D
ressel, D

ie A
usgleichungspflicht im

 H
öferecht bei besonderer 

M
itarbeit oder P

flegetätigkeit eines A
bköm

m
longs 

（§2057a B
G

B

）, R
dL

 1970, S.580f.

）
と
。P

alandt/ E
d

en
h

ofer, a.a.O
., R

dN
r.3 

も
ま
た
、
二
〇
五

三
条
の
準
用
を
否
定
し
て
い
る
。

（
63
）　

L
u

tter, a.a.O
., S.107; O

d
ersky, a.a.O

., S.579; Soergel/ W
olf, a.a.O

., R
dN

r.10; Staudinger/ W
ern

er,a.a.O
., R

dN
r.21; E

rm
an/ W

ilfried
 S

ch
lü

ter, 

B
G

B
, R

dN
r.4, usw

.

（
64
）　

例
え
ば
、
ヘ
ル
ド
リ
ッ
ヒ
（H

eld
rich

）
は
、﹁
二
〇
五
七
条
ａ
に
つ
い
て
は
、
直
系
卑
属
の
負
担
に
よ
る
被
相
続
人
の
財
産
の
増
加
ま
た
は
維
持
が
重
要
な
の
で

あ
り
、
給
付
の
時
点
は
重
要
で
は
な
い
。
同
様
に
、
事
後
の
調
整
を
期
待
し
て
給
付
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
必
要
で
は
な
い
。﹂（M

ünchener/ H
eld

rich
, 

a.a.O
., R

dN
r.7.

）
と
し
て
い
る
。

（
65
）　

Soergel/ W
olf, a.a.O

., R
dN

r.11; M
ünchener/ H

eld
rich

, a.a.O
., R

dN
r.15.

（
66
）　

M
ünchener/ H

eld
rich

, a.a.O
., R

dN
r.10.

　
（
一
一
五
五
）
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（
67
）　

O
L

G
 O

ldenburg, U
rteil v. 1.12.1998, F

am
R

Z
 1999, S.1466.

（
68
）　

二
〇
五
七
条
ａ
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
種
々
の
給
付
の
う
ち
直
系
卑
属
が
そ
の
幾
つ
か
を
実
行
し
た
場
合
、
異
な
る
給
付
の
性
質
は
重
畳
的
に
存
在
す
る
（Soergel/

W
olf, a.a.O

., R
dN

r.3

）。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
調
整
に
お
い
て
併
せ
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
調
整
請
求
権
は
契
約
上
の
請
求
権
の
範
囲

外
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
給
付
の
時
点
で
給
付
者
に
行
為
能
力
が
欠
け
て
い
て
も
問
題
は
な
い
（D

ressel, a.aO
., S.146

）。

（
69
）　

O
d

ersky, a.a.O
., S.583; Staudinger/ W

ern
er, a.a.O

., R
dN

r.18; M
ünchener/ H

eld
rich

, a.a.O
., R

dN
r.16.

（
70
）　

Jen
s P

etersen
, D

ie B
ew

eislast bei der A
sugleichsplicht unter M

iterben nach §2057a B
G

B
, Z

E
V

 2000, S.432.

（
71
）　

O
d

ersky, a.a.O
., S.580; M

ünchener/ H
eld

rich
, a.a.O

., R
dN

r.16.

（
72
）　

P
etersen

, a.a.O
., S.423; Soergel/ W

olf, a.a.O
., R

dN
r.9; Staudinger/ W

ern
er, a.a.O

., R
dN

r.14. 

こ
れ
は
た
と
え
ば
、
被
相
続
人
が
直
系
卑
属
の
協
力
な
し

に
は
他
に
労
働
力
を
雇
入
れ
、
そ
の
者
に
報
酬
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
（D

ressel, a. a. O
., S.146.

）。

（
73
）　

一
六
一
九
条
﹁
子
は
、
両
親
の
世
帯
に
属
し
、
両
親
に
よ
り
教
育
さ
れ
ま
た
は
扶
養
さ
れ
て
い
る
間
、
そ
の
労
働
力
及
び
生
活
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
方
法
で
そ
の

世
帯
及
び
営
業
所
に
お
い
て
両
親
に
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂V

gl.M
ünchener/ K

a
rl A

u
gu

st, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, 

4.A
ufl., 2002, §1619, R

dN
r.16; B

G
H

, U
rt. v.7.12.1971, N

JW
 1972, S.429.

（
74
）　

W
eim

a
r, a.a.O

., S.23.

（
75
）　

O
d

ersky, a.a.O
., S.579f.; W

eim
a

r, a.a.O
., S.23.

（
76
）　

P
alandt/ E

d
en

h
ofer, a.a.O

., R
dN

r.5.

（
77
）　

Soergel/ W
olf, a.a.O

., R
dN

r.4; M
ünchener/ H

eld
rich

,a.a.O
., R

dN
r.18.

（
78
）　

D
a

m
ra

u
, a.a.O

., S
.580, F

n
.10; K

n
u

r, a.a.O
., S

.277; B
osch

, a.a.O
., S

.173, F
n

.36; L
u

tter, a.a.O
., S

.107; O
d

ersky
, a.a.O

., S
.582; P

alan
d

t/

E
d

ern
h

ofer, a.a.O
., R

dN
r.5.

（
79
）　

M
ünchener/ H

eld
rich

, a.a.O
., R

dN
r.20.

（
80
）　

Soergel/ W
olf, a.a.O

.R
dN

r.5. 

ま
た
、P

alandt/ E
d

en
h

ofer, a.a.O
., R

dN
r.6  

も
同
様
の
見
解
を
示
す
。

（
81
）　

M
ünchener/ H

eld
rich

, a.a.O
., R

dN
r.22. L

a
n

ge/ K
u

ch
in

ke, L
ehrbuch des E

rbrechts, nuebearb. A
uf., 1995, S.313, F

n.59  

も
同
様
の
見
解
を
示
し
、

ヘ
ル
ド
リ
ッ
ヒ
の
見
解
に
対
し
て
、﹁
客
観
的
で
一
般
的
な
基
準
は
認
識
可
能
で
は
な
い
。
関
与
者
の
利
益
も
ま
た
正
当
に
評
価
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。﹂
と
述
べ
て

い
る
。

　
（
一
一
五
六
）
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（
82
）　

O
d

ersky, a.a.O
., S.581; Soelgel/ W

olf, a.a.O
., R

dN
r.5; M

ünchener/ H
eld

rich
, a.a.O

., R
dN

r.22.
（
83
）　

O
d

ersky, a.a.O
., S.581.

（
84
）　

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
三
月
八
日
判
決
も
ま
た
、
当
該
介
護
給
付
が
長
期
で
あ
る
か
を
客
観
的
に
定
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
給
付
の
集
中
性
に
も

ま
た
左
右
さ
れ
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
（B

G
H

, U
rt. v.8.3.2006, IV

 Z
R

 263/04, Z
V

E
 2006, S.265, 267.

）。

（
85
）　

二
〇
五
七
条
ａ
の
規
定
は
、
被
相
続
人
の
家
政
・
職
業
・
事
業
に
お
け
る
共
働
、
金
銭
給
付
及
び
そ
の
他
の
給
付
を
一
項
一
文
で
定
め
、
介
護
給
付
を
一
項
二
文

で
定
め
て
お
り
、
一
項
二
文
で
は
別
途
職
業
収
入
放
棄
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
項
一
文
で
定
め
ら
れ
る
財
産
増
加
ま
た
は
維
持
要
件
が
介
護
給
付

に
も
及
ぶ
か
否
か
に
つ
い
て
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
た
。O

d
ersky, a.a.O

., S.581

は
、
職
業
収
入
放
棄
要
件
が
通
常
給
付
と
の
区
別
で
あ
る
と
し
、
介
護
給
付
に
つ

い
て
も
被
相
続
人
の
財
産
増
加
ま
た
は
維
持
を
要
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。Staudinger/ W

ern
er, a.a.O

, R
dN

r.17, 18

も
同
様
で
あ
る
。
構
成
上
、
そ
の
よ
う

に
読
め
る
も
の
と
し
て
、M

ünchener/ H
eld

rich
, a.a.O

, R
dN

r.16, 23ff; Soerger/ W
orf, a.a.O

., R
dN

r.7, 8; P
alandt/ E

d
en

h
ofer, a.a.O

., R
dN

r.4, 7 

等
が
あ

る
。
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
二
〇
五
七
条
ａ
一
項
一
文
の
共
働
等
と
一
項
二
文
の
介
護
給
付
を
区
別
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
被
相
続
人
の
財
産
増
加
ま
た
は
維
持
を
、

後
者
に
つ
い
て
は
職
業
収
入
放
棄
を
要
す
る
行
為
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
も
の
と
し
て
、D

ressel, a.a.O
., S.146f.; G

erh
a

rd
 O

tte, B
essere 

H
onorierung von P

flegeleistungen-P
lädoyer für eine V

erm
ächtinislösung, Z

V
E

 2008, S.260.

（
86
）　

Soerger/ W
orf, a.a.O

., R
dN

r.7.

（
87
）　

O
d

ersky, a.a.O
., S.581; Staudinger/ W

ern
er, a.a.O

, 17.

（
88
）　

W
eim

a
r, a.a.O

., S.23f; P
alandt/ E

d
en

h
ofer, a.a.O

., R
dN

r.7.

（
89
）　

M
ünchener/ H

eld
rich

, a.a.O
., R

dN
r.25.

（
90
）　

一
六
二
〇
条
﹁
両
親
の
世
帯
に
属
す
る
成
人
の
子
が
、
家
政
費
用
の
支
払
に
関
し
て
そ
の
財
産
か
ら
支
出
し
た
場
合
、
又
は
、
そ
の
目
的
で
両
親
に
そ
の
財
産
か

ら
幾
ら
か
を
譲
り
渡
し
た
場
合
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
補
償
を
請
求
す
る
意
図
を
欠
く
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。﹂

（
91
）　

P
alandt/ E

d
en

h
ofer, a.a.O

., R
dN

r.8.

（
92
）　

P
etersen

, a.a.O
., S.423.

（
93
）　

P
etersen

, a.a.O
., S.423.

（
94
）　

Staudinger/ W
ern

er, a.a.O
., R

dN
r.24.

（
95
）　

D
a

m
ra

u
, a.a.O

., S.581; O
d

ersky, a.a.O
., S.580; P

alandt/ E
d

en
h

ofer, a.a.O
., R

dN
r.2.

　
（
一
一
五
七
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
三
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

（
96
）　

F
irsch

in
g, a.a.O

., S.53.
（
97
）　

L
a

n
ge/ K

u
ch

in
ke, a.a.O

., S.312.
（
98
）　

D
a

m
ra

u
, a.a.O

., S.580; L
u

tter, a.a.O
., S.105; Seorgel/ W

olf, a.a.O
., R

dN
r.15;M

ünchener/ H
eld

rich
, a.a.O

., R
dN

r.31.

（
99
）　

L
u

tter, a.a.O
., S.105.

（
100
）　

権
利
ま
た
は
請
求
権
の
失
効
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
は
明
確
な
規
定
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
二
四
二
条
（
信
義
誠
実
に
従
っ
た
給
付
）
に
そ
の
根
拠
を
置
く
理
論

で
あ
る
。
時
間
の
経
過
及
び
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
請
求
権
の
相
手
方
が
権
利
者
の
行
為
態
様
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
請
求
権
を
最
早
行
使
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
推

測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
請
求
権
は
失
効
す
る
と
さ
れ
る
（
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
／
円
谷　

峻
（
訳
）﹃
ド
イ
ツ
民
法
総
論
﹄（
成
文
堂
・
二
〇
〇

八
年
）
四
一
七
頁
以
下
）。

（
101
）　

前
者
の
見
解
と
し
て
、L

u
tter, a.a.O

., S.105; M
ünchener/ H

eld
rich

, a.a.O
., R

dN
r.31

が
あ
り
、
後
者
の
見
解
と
し
て
、Soergel/ W

olf, a.a.O
., R

dN
r.15 

が

あ
る
。

（
102
）　

B
T-D

urcks V
/4179, S.6.

（
103
）　

Staudinger/ W
ern

er, a.a.O
., R

dN
r. 27.

（
104
）　

Staudinger/ W
ern

er, a.a.O
, R

dN
r.28.

（
105
）　

O
d

ersky, a.a.O
., S.582. 

ま
た
、
ク
ヌ
ー
ル
は
、
ス
イ
ス
の
判
例
に
な
ら
い
、
調
整
請
求
権
の
算
定
を
子
の
貯
蓄
可
能
性
に
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
（K

n
u

r, a.a.O
., S.277

）。

（
106
）　

L
u

tter, a.a.O
., S.105f.

（
107
）　

D
a

m
ra

u
, a.a.O

., S.580, W
ern

er, a.a.O
., S.24; Staudinger/ W

ern
er, a.a.O

., R
dN

r.29; E
rm

an/ S
ch

lü
ter, a.a.O

., R
dN

r.10; P
arand

t/ E
d

en
h

ofer, 

a.a.O
., R

dN
r. 12, usw

.

遺
産
の
消
尽
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、Soergel/ W

olf, a.a.O
., R

dN
r.17. 

な
お
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
三
年
一
二
月
九
日
判
決
で
は
、

当
該
事
案
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
お
け
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（B

G
H

,U
rt.v.9.12.1992-IV

 Z
R

 82/92,N
JW

 1993,S.1197.

）。

（
108
）　

E
rm

an/ S
ch

lü
ter, a.a.O

., R
dN

r.10; M
ünchner/ H

erd
lich

, a.a.O
., R

dN
r.35; Soergel/ W

olf, a.a.O
., R

dN
r.17, usw

.

（
109
）　

Satudinger/ W
ern

er,a.a.O
.,R

dN
r. 29.

し
か
し
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
を
考
慮
し
て
、
な
ぜ
遺
言
を
残
さ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
と
の
見

解
も
あ
る
（O

d
ersky, a.a.O

., S.583.

）。

（
110
）　

O
d

ersky, a.a.O
, S.583.

　
（
一
一
五
八
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
三
一

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

（
111
）　

L
a

n
ge/ K

u
ch

in
ke, a.a.O

., S.313.
（
112
）　

O
d

ersky, a.a.O
, S.583.

（
113
）　

O
L

G
 O

ldenburg, F
am

R
Z

 1999, S.1466.

（
114
）　

被
相
続
人
が
遺
留
分
権
者
か
ら
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
た
め
に
は
、
遺
留
分
権
者
が
遺
留
分
剥
奪
事
由
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
二
〇
〇
九
年
の
相
続
法

改
正
で
は
、
遺
留
分
剥
奪
事
由
の
見
直
し
も
図
ら
れ
た
。
従
前
は
直
系
卑
属
・
両
親
・
配
偶
者
に
分
け
て
遺
留
分
剥
奪
事
由
を
規
定
し
て
い
た
が
（
旧
二
三
三
三
条
、

旧
二
三
三
四
条
、
旧
二
三
三
五
条
）、
相
続
法
改
正
に
よ
り
新
法
で
は
旧
二
三
三
四
条
及
び
旧
二
三
三
五
条
が
削
除
さ
れ
、
遺
留
分
剥
奪
事
由
と
し
て
新
二
三
三
三
条

に
属
性
に
関
係
な
く
統
一
さ
れ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
115
）　

二
三
一
六
条
一
項
﹁
直
系
卑
属
の
遺
留
分
は
、
複
数
の
直
系
卑
属
が
存
在
し
、
法
定
相
続
で
あ
っ
た
な
ら
ば
彼
ら
の
間
で
被
相
続
人
の
出
捐
ま
た
は
二
〇
五
七
条

ａ
で
指
定
さ
れ
る
性
質
の
給
付
が
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
、
分
配
の
際
、
調
整
義
務
を
考
慮
し
た
法
定
相
続
分
に
よ
り
受
け
取
っ
て
い
た
だ
ろ
う

も
の
に
基
づ
き
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
続
放
棄
に
よ
り
法
定
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
直
系
卑
属
は
、
算
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
い
。﹂

　
　
　

二
三
一
六
条
は
従
来
、
二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
義
務
が
遺
留
分
算
定
の
際
に
影
響
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、
二
〇
五
七
条
ａ
の
導
入
に
よ
り
被
相
続
人
へ

の
直
系
卑
属
の
特
別
給
付
の
調
整
も
ま
た
併
せ
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
116
）　

B
G

H
, N

JW
 1993, 1197. 

被
相
続
人
に
特
別
給
付
を
し
た
直
系
卑
属
が
、
単
独
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
遺
留
分
権
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
の
直
系
卑
属

の
遺
留
分
請
求
権
に
対
し
て
、
当
該
給
付
の
調
整
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

（
117
）　

L
a

n
ge/ K

u
ch

in
ke, a.a.O

., S.312.

（
118
）　

S
ch

iem
a

n
n

, a.a.O
., S.556.

（
119
）　

D
a

m
ra

u
, a.a.O

., S.580; F
ried

lich
 W

ilh
elm

 B
osch

, E
inführung in das neue „N

ichtehelichen-recht “, F
am

R
Z

 1969, S.506; K
u

rt Joh
a

n
n

sen
, 

D
ie R

echtsprechung des B
undesgerichts-hofs auf dem

 G
ebiete des E

rbrechts-6Teil: D
ie E

rbengem
einschaft

（2. A
bschnitt

）, W
M

 1970, 743.

（
120
）　

L
u

tter, a.a.O
., S.105f.

（
121
）　

F
am

R
Z

 1999, S.1466.

（
122
）　

N
JW

 1993, S.1197.

（
123
）　

S
ch

iem
a

n
n

, a.a.O
., S.555.

（
124
）　

S
ch

iem
a

n
n

, a.a.O
., S.555.

　
（
一
一
五
九
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
三
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

（
125
）　

一
九
三
一
条
四
項
﹁
相
続
開
始
時
に
別
産
制
が
存
続
し
、
生
存
配
偶
者
と
並
ん
で
被
相
続
人
の
一
人
又
は
二
人
の
子
が
法
定
相
続
人
と
な
る
場
合
、
生
存
配
偶
者

及
び
子
は
同
じ
割
合
で
相
続
す
る
。
一
九
二
四
条
三
項
は
そ
の
場
合
も
適
用
す
る
。﹂

（
126
）　

従
前
は
、
夫
婦
が
財
産
共
同
制
（
一
四
一
六
条
）
及
び
法
定
財
産
制
（
一
三
六
三
条
）
を
選
択
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
九
三
一
条
一
項
の
相
続
分
と
は
別
に
、
配

偶
者
の
遺
産
関
与
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
別
産
制
（
一
四
二
六
条
）
を
選
択
し
て
い
る
配
偶
者
は
、
子
が
居
る
場
合
、
一
律
四
分
の
一
の
相
続
分
を
有
す

る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

（
127
）　

B
T-D

urcks. V
/4179, S.5.

（
128
）　

S
. B

ra
ga

, D
as E

hegattenerbrecht nach §1934 A
bs. IV

 B
G

B
, F

am
R

Z
 1972, S.112.

（
129
）　

S
ch

iem
a

n
n

, a.a.O
, S.556.

（
130
）　

B
T-D

rucks.16/8954. 
政
府
草
案
に
つ
い
て
は
、
川
並
美
砂
﹁
ド
イ
ツ
相
続
法
の
改
正
問
題
―
政
府
草
案
に
お
け
る
遺
留
分
法
の
新
規
定
を
中
心
に
―
﹂
比
較

法
雑
誌
四
二
巻
四
号
一
一
一
頁
以
下
で
紹
介
が
為
さ
れ
て
い
る
。

（
131
）　

B
V

erfG
E

 112, S.332. 

本
決
定
の
論
評
を
含
む
邦
語
の
論
稿
と
し
て
、M

rtin
 S

ch
öp

flin

（
青
竹
美
佳
訳
）﹁
遺
留
分
法
の
憲
法
適
合
性
と
遺
留
分
剥
奪
﹂
香
川
法

学
二
六
巻
一
・
二
号
一
六
九
頁
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
﹁
現
行
ド
イ
ツ
遺
留
分
法
と
そ
の
今
後
﹂（
川
並
美
砂
＝
野
沢
紀
雅
訳
）
比
較
法
雑
誌
四
一
巻
四
号
一

四
八
頁
が
あ
る
。

（
132
）　

V
erfahren 1 B

vR
 1644/00.

（
133
）　

な
お
、
Ａ
は
、
間
接
的
に
八
二
九
条
、
二
三
〇
三
条
、
旧
二
三
三
三
条
一
号
及
び
二
号
、
二
三
三
七
条
、
二
三
三
九
条
一
項
一
号
、
二
三
四
三
条
、
二
三
四
五
条

二
項
を
非
難
し
て
い
る
。

（
134
）　

V
erfahren 1 B

vR
 188/03.

（
135
）　

基
本
侵
害
主
張
は
退
け
ら
れ
た
が
、
一
つ
目
の
事
案
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
旧
二
三
三
三
条
一
号
に
お
け
る
遺
留
分
剥
奪
事
由
に
刑
法
の
意
味
で
の
有
責

性
ま
で
は
要
し
な
い
と
し
て
、
遺
留
分
剥
奪
に
理
由
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
き
再
度
審
理
さ
せ
る
た
め
、
上
級
地
方
裁
判
所
に
差
戻
し
て
い
る
。

（
136
）　

ラ
イ
ポ
ル
ト
・
前
掲
注
（
131
）
一
四
四
頁
。

（
137
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.1.

（
138
）　

B
T-D

rucks. 16/13543, S.1.

（
139
）　

B
T-D

rucks. 16/13543, S.8.

　
（
一
一
六
〇
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
三
三

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

（
140
）　

介
護
保
険
金
は
要
介
護
者
で
あ
る
被
相
続
人
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
介
護
者
は
介
護
保
険
に
対
し
て
直
接
の
請
求
権
を
有
し
な
い
た
め
（
社
会
法
典
三
七
条
）、

介
護
者
は
介
護
保
険
に
よ
っ
て
は
何
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
。

（
141
）　

B
T-D

rucks. 16/13543, S.9.

（
142
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.5f. 

二
〇
五
七
条
ｂ
は
二
〇
〇
七
年
三
月
一
六
日
公
表
の
担
当
官
草
案
の
提
案
内
容
を
修
正
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ

る
。

（
143
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.17.

（
144
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.17.  

政
府
草
案
に
よ
れ
ば
、
あ
る
世
代
の
夫
婦
の
約
三
分
の
一
が
生
涯
子
供
を
持
た
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
。

（
145
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.17.

（
146
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.17.

（
147
）　

社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
三
項
﹁
家
庭
の
介
護
援
助
に
基
づ
く
請
求
権
は
、
毎
月
次
の
介
護
定
額
と
な
る
。

　
　
　

1　

介
護
等
級
一
の
要
介
護
者
に
は
次
の
介
護
定
額
が
上
限
と
な
る
。

　
　
　
　
　

a）　

二
〇
〇
八
年
七
月
以
降
四
二
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

b）　

二
〇
一
〇
年
一
月
以
降
四
四
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

c）　

二
〇
一
二
年
一
月
以
降
四
五
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　

2　

介
護
等
級
二
の
要
介
護
者
に
は
次
の
介
護
定
額
が
上
限
と
な
る
。

　
　
　
　
　

a）　

二
〇
〇
八
年
七
月
以
降
九
八
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

b）　

二
〇
一
〇
年
一
月
以
降
一
〇
四
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

c）　

二
〇
一
二
年
一
月
以
降
一
一
〇
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　

3　

介
護
等
級
三
の
要
介
護
者
に
は
次
の
介
護
定
額
が
上
限
と
な
る
。

　
　
　
　
　

a）　

二
〇
〇
八
年
七
月
以
降
一
四
七
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

b）　

二
〇
一
〇
年
一
月
以
降
一
五
一
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

c）　

二
〇
一
二
年
一
月
以
降
一
五
五
〇
ユ
ー
ロ
﹂

（
148
）　

B
T-D

rucks.16/8954, S.18.

　
（
一
一
六
一
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
三
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

（
149
）　

社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
一
項
﹁
要
介
護
者
は
、
家
庭
の
介
護
援
助
の
代
わ
り
に
介
護
金
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
権
は
、
要
介
護
者
が
必
要
と
す

る
基
礎
介
護
及
び
家
政
に
関
す
る
世
話
に
相
当
す
る
範
囲
の
介
護
金
に
よ
っ
て
、
適
切
な
方
法
で
自
身
に
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
介
護
金
は
毎
月
次
の
額

で
あ
る
。

　
　
　

1　

介
護
等
級
一
の
要
介
護
者

　
　
　
　
　

a）　

二
〇
〇
八
年
七
月
以
降
二
一
五
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

b）　

二
〇
一
〇
年
一
月
以
降
二
二
五
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

c）　

二
〇
一
二
年
一
月
以
降
二
三
五
ユ
ー
ロ

　
　
　

2　

介
護
等
級
二
の
要
介
護
者

　
　
　
　
　

a）　

二
〇
〇
八
年
七
月
以
降
四
二
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

b）　

二
〇
一
〇
年
一
月
以
降
四
三
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

c）　

二
〇
一
二
年
一
月
以
降
四
四
〇
ユ
ー
ロ

　
　
　

3　

介
護
等
級
三
の
要
介
護
者

　
　
　
　
　

a）　

二
〇
〇
八
年
七
月
以
降
六
七
五
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

b）　

二
〇
一
〇
年
一
月
以
降
六
八
五
ユ
ー
ロ

　
　
　
　
　

c）　

二
〇
一
二
年
一
月
以
降
七
〇
〇
ユ
ー
ロ
﹂

（
150
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.18.

（
151
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.18.

（
152
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.18.

（
153
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S18f.

（
154
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.6.

（
155
）　

B
ern

d
 K

u
es, D

ie P
flegevergütung naher A

ngehöriger, Z
E

V
 2000, S.434; S

ch
iem

a
n

n
, a.a.O

., S.556.

（
156
）　

K
u

es, a.a.O
., S.437.

（
157
）　

B
T-D

rucks.16/8954, S.31 

（Stellungsnahm
e des B

undesrates

）; T
h

om
a

s P
feiffer, K

urz-Stellungnahm
e zum

 E
ntw

urf der B
undesregierung für 

　
（
一
一
六
二
）
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ein
 G

esetz zu
r Ä

n
d

eru
n

g d
es E

rb-u
n

d
 V

erjäh
ru

n
gsrech

ts –B
u

n
d

estagsd
ru

cksach
e 16/8954-, h

ttp
://w

w
w

.bu
n

d
estag.d

e/au
ssch

u
esse/a06/

anhoerungen/39_E
rb-_uhd_V

erj_hrungrecht/04_Stellungnahm
e_P

feiffer.pdf 

（
最
終
確
認
二
〇
一
〇
年
一
月
一
五
日
）; G

erh
a

rd
 O

tte, a.a.O
., S.260; 

P
eter A

. W
in

d
el, W

ie ist d
ie h

äu
slich

e P
flege au

s d
em

 N
ach

lass zu
 h

on
orieren

?, Z
E

V
 2008, S

.305; O
sw

a
ld

 v
a

n
 d

e L
oo,B

essere 

B
erücksichtigung von P

flegeleistungen beim
 E

rbausgleich, F
P

R
 2008, S.551.  

担
当
官
草
案
に
対
す
る
見
解
で
あ
る
が
、D

eutschen N
otarvereins, 

E
ntw

urf eines G
esetzes zur Ä

nderung des E
rb-und V

erjährungsrechts-Stellungnahm
e des D

eutschen N
otarvereins, notar 2007, S.148; W

olfga
n

g 

R
eim

a
n

n
, D

urchsicht der geplanten Ä
nderungen des E

rb-und V
erjährungs-rechtes, F

am
R

Z
 2007, S.1597 

も
同
様
に
好
意
的
で
あ
る
。

（
158
）　

職
業
収
入
放
棄
要
件
の
レ
ベ
ル
を
前
掲
注
（
85
）
の
区
別
、
す
な
わ
ち
、
通
常
給
付
と
特
別
給
付
と
の
区
別
の
明
確
化
と
捉
え
る
か
、
二
〇
五
七
条
ａ
一
項
一
文

と
の
対
比
で
財
産
増
加
ま
た
は
維
持
の
要
件
は
不
要
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
の
要
件
と
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
職
業
収
入
放
棄
要
件
削
除
の
影
響
は
異
な
る
可
能
性

が
あ
っ
た
。
前
者
と
す
る
な
ら
ば
、依
然
と
し
て
財
産
増
加
ま
た
は
維
持
要
件
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、後
者
と
す
る
場
合
、介
護
給
付
は
（
特

別
給
付
で
あ
る
こ
と
を
満
た
せ
ば
）
手
放
し
で
調
整
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

こ
の
点
、
オ
ッ
テ
（O

tte

）
は
、﹁
従
前
の
法
律
が
、
二
〇
五
七
条
ａ
一
項
一
文
に
基
づ
く
調
整
の
場
合
の
よ
う
に
被
相
続
人
が
財
産
の
支
出
を
免
れ
た
こ
と
で
は

な
く
、
相
続
人
が
財
産
を
損
失
し
た
こ
と
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
た
た
め
に
、
体
系
に
反
し
て
い
た
﹂（O

tte, a.a.O
., S.260

）
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う

に
政
府
草
案
が
調
整
額
の
基
準
を
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
に
依
拠
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
の
中
で
、﹁
社
会
法
典
第
一
一
編
三
七
条
に
基
づ
く
定
額
と
同
三
六

条
に
基
づ
く
定
額
と
の
相
違
は
、
無
償
介
護
に
よ
り
遺
産
に
存
在
す
る
価
額
で
は
な
く
⋮
⋮
﹂（O

tte, a.a.O
., S.260

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
五
七
条
ａ
一

項
一
文
の
特
別
給
付
と
同
様
に
（
体
系
に
適
合
し
て
）
財
産
増
加
ま
た
は
維
持
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

な
お
、
政
府
草
案
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
二
〇
五
七
条
ｂ
に
﹁
特
に
﹂
と
い
う
文
言
が
欠
け
て
お
り
、
特
別
給
付
で
あ
る
必
要
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い

と
の
指
摘
も
為
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
介
護
給
付
評
価
の
基
準
を
社
会
法
典
第
一
一
編
三
六
条
に
求
め
る
結
果
、
為
さ
れ

た
給
付
は
少
な
く
と
も
介
護
等
級
一
に
相
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
る
（L

oo, a.a.O
., S.551.

）。

（
159
）　

L
oo, a.a.O

., S.551.; C
h

ristop
h

er K
eim

, D
ie R

efirm
 des E

rb-und V
erjährungsrechts und iher A

suw
irkungen auf die G

estaltungspraxis, Z
E

V
 

2008, S.166.

（
160
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.31.

な
お
、
法
律
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
提
案
の
一
つ
が
、
法
定
遺
贈
に
よ
る
解
決
の
査
定
を
勧
め
て
い
る
。V

gl.B
R

-D
rucks. 96/01/08, 

S.10f.

（
161
）　

B
T-D

rucks. 16/8954, S.35.
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（
162
）　

法
定
相
続
人
で
あ
る
配
偶
者
に
認
め
ら
れ
る
先
取
分
（V

oraus

）
を
定
め
る
一
九
三
二
条
及
び
相
続
人
に
対
し
て
、
被
相
続
人
死
亡
時
に
そ
の
世
帯
に
属
し
扶
養

を
受
け
て
い
た
家
族
に
つ
い
て
、
相
続
開
始
か
ら
三
〇
日
間
の
被
相
続
人
に
よ
る
の
と
同
程
度
の
扶
養
義
務
等
を
定
め
る
一
九
六
九
条
は
そ
れ
ぞ
れ
二
項
に
お
い
て

遺
贈
の
規
定
を
準
用
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
た
め
、
先
取
分
や
い
わ
ゆ
る
三
〇
日
権
は
法
定
遺
贈
と
い
わ
れ
る
（L

eip
old

, a.a.O
., R

dN
r.197f.

）。
後
述
す
る
オ
ッ

テ
の
提
案
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
法
定
遺
贈
も
ま
た
一
九
三
二
条
及
び
一
九
六
九
条
と
同
様
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
163
）　

P
feiffer, a.a.O

., S.6.

（
164
）　

P
feiffer, a.a.O

., S.6.

（
165
）　

P
feiffer, a.a.O

., S.6f.

（
166
）　

P
feiffer, a.a.O

., S.6f

（
167
）　

O
tte, a.a.O

., S.261. 
な
お
、
ド
イ
ツ
公
証
人
連
盟
も
ま
た
、
担
当
官
草
案
に
対
す
る
態
度
表
明
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
な
法
定
遺
贈
に
関
す
る
法
案
を
提
示
し
て

い
る
（D

eutschen N
otarvereins, a.a.O

, S.152.

）。

　
　
　
︻
二
一
九
一
条
ａ
︼（
介
護
給
付
に
お
け
る
法
定
遺
贈
）

　
　
　
　

⑴�
法
定
相
続
に
お
い
て
、
長
期
に
わ
た
り
被
相
続
人
を
介
護
し
た
者
は
、
法
定
遺
贈
と
し
て
介
護
給
付
に
相
当
す
る
金
額
を
受
け
取
る
。

　
　
　
　

⑵�

金
額
の
範
囲
は
、
介
護
給
付
の
期
間
及
び
範
囲
並
び
に
遺
産
の
価
額
を
考
慮
し
て
、
公
平
で
あ
る
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
、
相
続
開
始
時
に
社
会
法
典
第
一

一
編
三
六
条
三
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
金
額
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

⑶�

請
求
権
は
、
介
護
給
付
の
た
め
に
適
切
な
報
酬
を
受
け
ま
た
は
合
意
が
さ
れ
た
限
り
で
、
あ
る
い
は
、
介
護
者
に
給
付
の
た
め
に
そ
の
他
の
法
律
原
因
に
基

づ
く
請
求
権
が
帰
属
す
る
限
り
で
存
在
し
な
い
。
家
族
法
上
の
義
務
の
履
行
に
お
け
る
給
付
が
為
さ
れ
た
場
合
、
請
求
権
に
影
響
し
な
い
。

（
168
）　

O
tte, a.a.O

., S.261.

（
169
）　

O
tte, a.a.O

., S.262.

（
170
）　

O
tte, a.a.O

., S.262.

（
171
）　

W
in

d
el, a.a.O

., S.305.

（
172
）　

W
in

d
el, a.a.O

., S.305.

（
173
）　

W
in

d
el, a.a.O

., S.306.

（
174
）　

W
in

d
el, a.a.O

., S.307f.

　
（
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（
175
）　

W
in

d
el, a.a.O

., S.306.
（
176
）　

W
in

d
el, a.a.O

., S.306f.
（
177
）　

K
a

rlh
ein

z M
u

sch
eler, D

ie geplanten Ä
nderungen im

 E
rbrecht, V

erjährungsrecht und N
achlassverfahrensrecht, Z

E
V

 2008, S.105, S.108; O
tte, 

a.a.O
, S.260; W

in
d

el, a.a.O
., S.307.

（
178
）　

F
elix

 O
d

ersky, R
eform

überlegungen im
 E

rbrecht, M
ittB

ayN
ot 2008, S.6.

（
179
）　

M
u

sch
eler, a. a. O

., S.108.

（
180
）　

L
oo, a.a.O

., S.552.

（
181
）　

O
tte, a.a.O

., S.260.

（
182
）　

O
tte, a.a.O

., S.260f.

（
183
）　

W
in

d
el, a.a.O

., S.307.

（
184
）　

K
eim

, a.a.O
., S.166; L

oo, a.a.O
., S.552.

（
185
）　

Staudinger/ U
lrich

 H
a

a
s, K

om
m

entar zum
 B

ürgeriches G
esetzbuch, §2316, N

uebearb.2006, R
dN

r.46.

（
186
）　

L
oo, a.a.O

., S.552. 

そ
の
点
で
、ロ
ー
（L

oo
）
は
法
定
遺
贈
に
よ
る
解
決
を
支
持
す
る
。
遺
贈
は
遺
留
分
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
（
二
三
〇
六
条
一
項
二
文
、

二
三
一
八
条
）
た
め
、
受
贈
者
よ
り
も
遺
留
分
権
者
が
優
位
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
（ders., a.a.O

., S.553.

）。

（
187
）　

B
T-D

rucks. 16/13543.

（
188
）　

B
R

-D
rucks. 693/09 

（B

）.

（
189
）　

B
G

B
l. 2009, Teil 1 N

r. 63, S. 3142.

（
190
）　

B
T-D

rucks. 16/13543, S.7.

（
191
）　

B
T-D

rucks. 16/13543., S.20.

（
192
）　

B
T-D

rucks. 16/13543., S.20.

（
193
）　

議
論
の
中
心
と
な
っ
た
調
整
当
事
者
範
囲
の
拡
張
及
び
社
会
法
上
の
介
護
定
額
に
関
し
て
は
、
法
律
委
員
会
に
お
い
て
も
様
々
な
意
見
が
提
示
さ
れ
、
結
局
、
法

政
策
上
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
〇
五
七
条
ａ
の
修
正
が
極
め
て
狭
い
範
囲
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
増
加
す
る
介
護
の
必
要
性
や

子
の
減
少
傾
向
と
結
び
つ
く
問
題
に
適
切
に
対
応
す
る
機
会
を
浪
費
し
た
と
批
判
す
る
も
の
（C

h
ristop

h
 A

n
n

, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, 

　
（
一
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六
五
）
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号

5. A
ufl. 2010., §2057a, R

dN
r. 24.

）
や
、
こ
の
よ
う
な
解
決
は
介
護
給
付
の
補
償
問
題
に
暫
定
的
な
終
止
符
を
打
つ
に
過
ぎ
ず
、
今
後
も
方
政
策
上
の
議
論
が
継

続
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
す
る
も
の
（S

tep
h

a
n

ie H
erzog/ R

ich
a

rd
 L

in
d

n
er, D

ie E
rbrechtsreform

 2010, R
dN

R
.224.

）
が
見
ら
れ
る
。

（
194
）　

S
ch

iem
a

n
n

, a.a.O
., S.557f.

（
195
）　

日
本
法
に
お
け
る
配
偶
者
の
寄
与
の
評
価
の
際
、
通
常
の
寄
与
は
配
偶
者
相
続
権
に
既
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
他
の
相
続
人
と
の
扱
い
を
異
に

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
や
、
特
別
な
寄
与
と
い
え
る
た
め
に
は
扶
養
義
務
の
範
囲
（
こ
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
寄
与
は
、
被
相
続
人
と
の
関
係
で
通
常
の
寄
与
で
あ
る
と

さ
れ
る
た
め
）
を
超
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
相
続
人
間
の
扶
養
義
務
範
囲
の
差
異
か
ら
他
の
相
続
人
と
比
べ
て
配
偶
者
の
寄
与
は

認
め
ら
れ
に
く
い
だ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
猪
瀬
慎
一
郎
﹁
寄
与
分
に
関
す
る
解
釈
運
用
上
の
諸
問
題
﹂
家
月
三
三
巻
一
〇
号
（
一
九
八
一
年
）
一
一
頁
、

谷
口
知
平
﹁
相
続
法
改
正
と
、
と
く
に
寄
与
分
条
文
の
若
干
の
解
釈
私
見
﹂
龍
谷
法
学
一
四
巻
三
号
（
一
九
八
一
年
）
一
三
頁
。

（
196
）　

こ
う
し
た
被
相
続
人
の
意
思
と
い
う
根
拠
が
調
整
に
関
す
る
制
度
全
体
と
一
貫
し
て
整
合
性
を
保
つ
か
ど
う
か
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　

例
え
ば
、
二
〇
五
〇
条
以
下
及
び
二
〇
五
七
条
ａ
の
規
定
が
被
相
続
人
の
意
思
（
の
み
）
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
は
、
既
に
シ
ー
マ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
。
シ

ー
マ
ン
は
、
二
〇
五
〇
条
が
二
三
一
六
条
と
の
関
係
で
被
相
続
人
の
意
思
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、
遺
留
分
権
者
自
身
が
調
整
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
、
生
存

者
間
で
の
被
相
続
人
の
自
由
裁
量
が
死
因
処
分
で
は
決
し
て
引
き
起
こ
せ
な
い
遺
留
分
へ
の
侵
食
を
も
た
ら
す
と
い
う
根
拠
付
け
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
そ
の
上
で
、
二
〇
五
〇
条
の
基
本
的
な
思
想
は
、
被
相
続
人
の
意
思
で
は
な
く
生
前
に
も
た
ら
さ
れ
た
不
平
等
の
相
続
法
上
の
調
整
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
被
相
続
人
の
意
思
と
い
う
根
拠
付
け
が
二
〇
五
〇
条
を
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
二
〇
五
七
条
ａ
を
説
明
す
る
こ
と
も

い
ず
れ
に
せ
よ
不
適
当
で
あ
る
と
す
る
が
、
二
〇
五
〇
条
と
二
〇
五
七
条
ａ
と
で
は
目
的
設
定
が
異
な
る
た
め
二
〇
五
〇
条
と
同
様
の
根
拠
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
直
系
卑
属
の
給
付
に
つ
い
て
遺
産
価
額
で
な
お
残
存
し
て
い
る
も
の
を
再
度
給
付
者
に
与
え
る
こ
と
が
適
切
な
根
本
思
想
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
に
二
〇
五
七
条
ａ
を
理
解
す
る
と
し
て
も
、
二
三
一
六
条
と
の
関
係
で
不
条
理
な
帰
結
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二

〇
五
〇
条
・
二
三
一
六
条
の
場
合
で
は
生
前
の
受
益
の
半
分
を
保
持
し
た
ま
ま
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
〇
五
七
条
ａ
・
二
三
一
六
条
の
場
合
で
は
法
定
相
続
分
の
剥

奪
に
追
加
し
て
調
整
す
る
権
利
の
半
分
の
価
額
を
損
失
す
る
か
ら
で
あ
る
（S

ch
iem

a
n

n
, a.a.O

., S554ff.

）。

　
　
　

非
嫡
出
子
法
立
法
当
初
、
二
〇
五
七
条
ａ
が
二
三
一
六
条
に
挿
入
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
の
議
論
は
見
ら
れ
ず
、
当
然
の
よ
う
に
二
〇
五
七
条
ａ
の
挿
入
に
付
随
し

て
二
三
一
六
条
は
改
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
点
を
含
め
て
二
〇
五
七
条
ａ
と
二
三
一
六
条
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
197
）　

被
相
続
人
の
財
産
処
分
の
意
思
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
被
相
続
人
の
意
思
は
日
本
法
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
九
〇
四
条
の

二
第
三
項
に
よ
り
、
寄
与
分
は
相
続
財
産
の
価
額
か
ら
遺
贈
の
価
額
を
控
除
し
た
範
囲
で
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
点
で
あ
る
。 　

（
一
一
六
六
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
三
九

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

（
198
）　

実
質
的
公
平
の
取
り
込
み
方
に
よ
り
、
寄
与
分
の
法
的
性
質
の
理
解
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
（
辻
・
前
掲
注
（
4
）
八
頁
）。
い
わ
ゆ
る
（
身
分
的
）
財
産
権
説
と

調
整
説
の
対
立
で
あ
る
。

（
199
）　

加
藤
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
六
頁
。

（
200
）　

こ
れ
に
つ
い
て
、
加
藤
一
郎
教
授
は
﹁
寄
与
分
は
、
そ
も
そ
も
被
相
続
人
が
遺
言
で
適
切
な
処
分
を
し
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
、
公
平
の
た
め
に
相
続
分
を
調
整
・

修
正
し
よ
う
と
す
る
補
充
的
な
制
度
と
見
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
被
相
続
人
の
意
思
が
寄
与
分
に
優
先
す
る
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
⋮
⋮

被
相
続
人
が
遺
言
で
寄
与
分
を
与
え
な
い
と
す
る
の
も
有
効
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
し
て
い
る
（
加
藤
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
六
頁
）。

（
201
）　

橘
勝
治
﹁
相
続
に
関
す
る
民
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
﹂
曹
時
三
四
巻
三
号
（
一
九
八
二
年
）
八
八
頁
。

（
202
）　

ド
イ
ツ
法
で
は
、
代
襲
相
続
を
代
襲
相
続
人
固
有
の
相
続
権
と
捉
え
る
の
に
対
し
、
日
本
法
で
は
代
襲
相
続
制
度
の
存
在
理
由
を
再
転
相
続
で
あ
れ
ば
得
ら
れ
た

は
ず
の
利
益
を
た
ま
た
ま
被
代
襲
者
が
相
続
権
を
喪
失
し
た
た
め
に
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
公
平
に
反
す
る
と
の
考
え
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
代
襲
者
の

代
わ
り
に
代
襲
相
続
人
が
相
続
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
学
説
の
中
に
は
、
代
襲
相
続
人
は
固
有
の
権
利
で
直
接
相
続
す
る
と
解
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
見

解
に
よ
っ
て
も
、
代
襲
相
続
人
の
取
得
す
る
相
続
分
は
被
代
襲
者
の
取
得
し
た
は
ず
の
相
続
分
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
た
め
、
被
代
襲
者
の
寄
与
分
を
主
張
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
（
谷
口
知
平
＝
久
貴
忠
彦
編
﹃
新
版
注
釈
民
法
（
27
）
相
続
（
2
）﹄（
有
斐
閣
・
一
九
八
九
年
）
二
六
六
頁
［
有
地
亨
執
筆
部
分
］）。

（
203
）　

被
代
襲
者
の
寄
与
に
つ
き
、
太
田
武
男
﹁
相
続
法
の
改
正
と
寄
与
分
の
問
題
―
解
釈
法
上
の
諸
問
題
を
中
心
と
し
て
―
﹂
同
﹃
現
代
家
族
法
研
究
﹄（
有
斐
閣
・

一
九
八
三
年
）
三
七
二
頁
、
猪
瀬
・
前
掲
注
（
195
）
一
一
頁
等
。
代
襲
原
因
発
生
以
前
の
代
襲
相
続
人
の
寄
与
に
つ
き
、
栗
原
平
八
郎
﹁
寄
与
分
に
つ
い
て
の
覚
書
﹂

太
田
武
男
還
暦
記
念
﹃
現
代
家
族
法
の
課
題
と
展
望
﹄（
有
斐
閣
・
一
九
八
三
年
）
二
三
六
頁
、
橘
・
前
掲
注
（
201
）
七
八
頁
等
。

（
204
）　

代
襲
相
続
人
が
被
代
襲
者
の
寄
与
分
を
主
張
す
る
場
合
に
問
題
は
顕
在
化
す
る
。
代
襲
原
因
が
死
亡
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
欠
格
ま
た
は
廃
除
が

代
襲
原
因
で
あ
る
場
合
に
は
、﹁
欠
格
・
廃
除
と
い
う
点
に
重
点
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
よ
っ
て
そ
も
そ
も
相
続
権
自
体
を
失
わ
し
め
て
い
る
の
に
、
相
続
権
の

範
囲
を
修
正
す
る
付
随
的
要
素
で
あ
る
寄
与
分
を
認
め
る
の
は
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
死
亡
に
よ
る
代
襲
と
は
本
質
的
に
異
な
る
と
の
理
解
に
立
て
ば
消
極
説
が
帰
結

さ
れ
る
﹂（
岩
井
俊
﹁
遺
産
分
割
と
寄
与
分
﹂
沼
辺
愛
一
ほ
か
編
﹃
家
事
審
判
事
件
の
研
究
（
2
）﹄（
一
粒
社
・
一
九
八
八
年
）
九
三
頁
）
と
し
て
、
被
代
襲
者
の
寄
与

分
主
張
に
消
極
的
な
見
解
が
あ
る
。
同
様
に
消
極
的
な
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
太
田
武
男
﹁
寄
与
分
と
代
襲
相
続
の
問
題
―
東
京
高
裁
平
成
元
年
一
二
月
二
八

日
の
決
定
を
機
縁
と
し
て
―
﹂
民
商
一
〇
五
巻
二
号
（
一
九
九
一
年
）
二
七
頁
以
下
、
泉
久
雄
﹁
寄
与
分
の
主
体
﹂
太
田
・
前
掲
（
2
）
八
七
頁
以
下
等
が
あ
る
。

（
205
）　

猪
瀬
・
前
掲
注
（
195
）
一
二
頁
、
橘
勝
治
﹁
相
続
に
関
す
る
民
法
改
正
の
概
要
﹂
金
法
九
二
六
号
（
一
九
八
〇
年
）
七
頁
、
加
藤
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
八
頁
等
。

（
206
）　

佐
藤
義
彦
﹁
寄
与
分
に
つ
い
て
﹂
法
時
五
二
巻
七
号
（
一
九
八
〇
年
）
二
一
頁
。

　
（
一
一
六
七
）



ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整

�

二
四
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
四
号

（
207
）　

太
田
・
前
掲
注
（
203
）
三
七
一
頁
。

（
208
）　

窪
田
充
見
教
授
も
、
寄
与
分
制
度
外
に
位
置
す
る
非
相
続
人
の
寄
与
の
清
算
問
題
は
、
寄
与
分
と
の
関
わ
り
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

﹁
現
行
の
制
度
と
し
て
創
設
さ
れ
た
寄
与
分
制
度
に
対
応
し
た
、
あ
る
い
は
、
現
行
の
寄
与
分
制
度
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し
た
問
題
処
理
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
（
、
）
⋮
寄
与
分
制
度
の
創
設
が
寄
与
分
制
度
外
で
の
解
決
（
一
般
法
理
に
よ
る
解
決
）
に
影
響
を
与
え
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
ご
く
基
本
的
な
点
に
つ
い

て
も
、
再
検
討
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
し
て
い
る
（
窪
田
充
見
﹁
寄
与
分
―
制
度
理
解
と
解
釈
論
に
つ
い
て
の
覚
書
―
﹂
神
戸
法
学
雑
誌
四
九
巻

三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
四
一
頁
）。
そ
の
上
で
、
非
相
続
人
の
寄
与
を
農
業
・
自
営
業
型
と
介
護
・
扶
養
型
に
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
は
組
合
契
約
に
基
づ
く
残
余

財
産
分
配
請
求
権
な
い
し
雇
用
契
約
に
基
づ
く
報
酬
請
求
権
、
共
有
物
分
割
に
よ
る
処
理
を
、
後
者
に
つ
い
て
は
事
務
管
理
に
よ
る
費
用
償
還
請
求
権
と
し
て
構
成

す
る
こ
と
が
最
も
無
理
が
な
い
と
す
る
（
同
・
二
七
二
頁
）。
二
宮
周
平
教
授
も
ま
た
、
寄
与
分
制
度
の
限
界
を
指
摘
し
た
上
で
、
立
法
者
自
身
が
財
産
権
的
ア
プ
ロ

ー
チ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
婚
姻
中
に
獲
得
し
た
財
産
の
共
有
持
分
を
認
め
、
労
務
の
提
供
や
介
護
で
は
賃
金
相
当
分
と
の
差
額
の

不
当
利
得
返
還
請
求
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
二
宮
周
平
﹃
家
族
法
（
第
三
版
）﹄（
新
世
社
・
二
〇
〇
九
年
）
三
五
五
頁
）。

（
209
）　

橘
・
前
掲
注
（
205
）
九
頁
、
佐
藤
・
前
掲
注
（
206
）
二
六
頁
等
。

（
210
）　

谷
口
・
前
掲
注
（
195
）
一
五
頁
。

（
211
）　

前
掲
注
（
196
）
参
照
。

（
212
）　

前
掲
注
（
158
）
参
照
。
改
正
前
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
や
論
稿
の
中
に
は
﹁
被
相
続
人
の
財
産
維
持
ま
た
は
増
加
に
特
に
寄
与
し
た
長
期
間
の
共
働
等
﹂
と
﹁
職
業

収
入
を
放
棄
し
た
長
期
間
の
介
護
給
付
﹂
を
区
別
し
て
説
明
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
立
場
が
改
正
後
の
介
護
給
付
に
お
い
て
も
﹁
財
産
維
持
ま
た
は

増
加
﹂
要
件
が
掛
か
ら
な
い
と
理
解
す
る
の
か
ど
う
か
は
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
前
掲
注
（
85
）
も
参
照
。

　
（
一
一
六
八
）


