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執
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訟
追
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権

ー
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の
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と
範
囲
1
1
1

福

有

H
H川
4

エ
小
a

君く

は
じ
め
に

遺
言
執
行
者
の
訴
訟
法
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
遺
言
執
行
者
が
遺
言
の
執
行
を
な
す

上
で
訴
訟
を
追
行
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
訴
訟
当
事
者
た
る
地
位
に
お
い
て
な
す
の
か
、
そ
れ
と
も
代
理
人
た
る
地
位
に
お
い
て
な
す
の

か
と
い
う
問
題
(
法
的
地
位
論
)
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
遺
言
執
行
者
が
そ
の
職
務
と
し
て
、
訴
訟
の
追
行
を
な
し
う
る
の
は
、
ど
の
よ

う
な
種
類
、
内
容
の
事
件
に
つ
い
て
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
(
職
務
範
囲
論
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
遺
言
執
行
者
の
訴

訟
法
上
の
地
位
に
関
す
る
研
究
は
、
す
で
に
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
前
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
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説

に
つ
い
て
の
数
少
な
い
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
民
法
一

O
一
二
条
に
い
う
「
相
続
財
産
の
管
理
そ
の
他
遺
言
の
執
行
に
必
要
な
一
切
の
行
為
」

と
い
う
も
の
に
該
当
す
る
か
否
か
を
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
シ
ュ
に
論
じ
た
に
と
ど
ま
り
、
各
個
の
場
合
を
通
じ
、
そ
れ
ら
を
基
礎
づ
け
る
一
般
的

吾.A
a間

な
理
論
を
構
築
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
個
々
の
類
型
的
場
合
に
つ
い
て
の
結
論
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
法
的
地
位
の
問
題
は
除
外
し
、
も
っ
ぱ
ら
職
務
範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
前
者
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
一
応
、
通
説
、
判
例
に
し
た
が
い
、
遺
言
執
行
者
が
自
ら
訴
訟
当
事
者
と
な
る
も
の
と
解
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
学
説
は
、
遺
言
執
行
者
の
法
的
地
位
を
論
や
す
る
と
き
に
は
、
ド
イ
ツ
法
を
丹
念
に
紹
介
、
引
用
し
つ
つ
議
論
を
展

開
す
る
の
を
常
と
す
る
が
、
そ
の
職
務
範
囲
を
論
ず
る
際
に
は
、
あ
ま
り
ド
イ
ツ
法
に
関
心
を
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か

に
、
ド
イ
ツ
法
と
日
本
法
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
の
地
位
、
性
格
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
根
本
的
に
異
な
り
、
そ
れ
故
に
、

そ
の
職
務
範
囲
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
わ
が
国
に
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
研
究

す
る
必
要
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
ど
の
よ
う
な
事
情
・
要
件
が
あ
れ
ば
当
事
者
適
格
が
認
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
遺
言
執
行
者
が
そ
の
職
務

と
の
関
係
で
受
け
た
判
決
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
誰
に
そ
の
効
力
を
及
ぼ
す
か
と
い
っ
た
理
論
に
つ
い
て
は
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
実
、
後
述
す
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
法
か
ら
有
益
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
山
畠
正
男
先
生
か
ら
、
あ
る
本
へ
執
筆
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
時
に
は
私
の
怠
慢
か
ら
、
そ
の
好
機
を
活
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
来
、
先
生
の
御
退
官
の
記
念
論

文
集
に
は
、
こ
の
テ

l
マ
で
と
心
が
け
て
き
た
。
今
度
は
、
ど
う
に
か
脱
稿
は
し
た
が
、
そ
の
出
来
ば
え
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
自
信
が
な
い
。

文
字
通
り
の
拙
稿
で
は
あ
る
が
、
山
畠
先
生
が
無
事
定
年
御
退
官
さ
れ
た
こ
と
を
祝
し
、
今
後
益
々
の
御
健
勝
と
御
発
展
を
念
じ
つ
つ
、
慎

し
ん
で
本
稿
を
捧
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
テ

l
マ
に
つ
い
て
は
、

と
こ
ろ
が
、
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遺言執行者の訴訟追行権

(
1
)
本
稿
を
書
く
に
際
し
て
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る
論
文
を
参
照
し
た
(
以
下
で
は
、
頭
部
に
付
し
た
番
号
で
引
用
す
る
)
。
な
お
、
教
科
書
類
お
よ
び
判

例
批
判
、
判
例
研
究
の
中
に
も
、
大
い
に
参
考
と
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
列
挙
は
省
略
す
る
。

①
近
藤
英
吉
「
死
者
の
権
利
に
つ
い
て
」
『
相
続
法
の
研
究
』
(
昭
七
)
所
収
。

②
が
保
不
二
雄
「
遺
言
執
行
者
の
法
律
上
の
性
質
」
(
昭
九
)
『
財
産
管
理
権
論
序
説
』
(
昭
二
九
)
所
収
。

③
小
野
木
常
「
第
三
者
の
訴
訟
追
行
権
」
訴
訟
法
学
会
編
『
訴
訟
法
学
の
諸
問
題
』
(
昭
一
三
)
所
収
。

④
大
塚
勝
美
「
遺
言
執
行
者
の
法
律
上
の
地
位
に
関
す
る
一
考
察
」
(
昭
三
五
)
北
九
州
大
学
商
学
部
紀
要
七
号
一
頁
。

⑤
拙
稿
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
『
正
当
な
当
事
者
』
に
関
す
る
研
究
(
四
)
」
(
昭
四
三
)
関
法
一
七
巻
六
号
六

O
二
頁
。

⑥
有
地
享
「
第
三
者
に
よ
る
遺
産
の
管
理
(
二
」
(
昭
四
四
)
法
研
三
五
巻
四
号
四
二
五
頁
。

⑦
鈴
木
重
勝
「
代
理
と
職
務
上
の
当
事
者
」
(
昭
四
八
)
小
山
昇
ほ
か
編
『
演
習
民
訴
法
(
上
)
』
所
収
(
な
お
、
同
書
の
新
版
(
昭
六
二
)

に
補
遺
あ
り
)
。

⑧
中
川
善
之
助
編
・
注
釈
民
法
部
(
昭
四
八
)

⑨
泉
久
雄
「
遺
言
執
行
者
の
管
理
処
分
権
」
(
昭
四
九
)
民
研
二

O
二
号
三
五
頁
。

⑮
木
下
明
「
遺
言
執
行
者
の
権
限
」
(
昭
五
二
奥
田
昌
道
ほ
か
編
『
民
法
学
7
』
所
収
。

⑪
奈
良
次
郎
「
相
続
財
産
に
関
す
る
訴
訟
と
遺
言
執
行
者
」
(
昭
五
二
)
司
研
論
集
五
九
号
三
六
頁
。

⑫
小
山
昇
「
遺
言
執
行
者
の
地
位
」
(
昭
五
四
)
中
川
追
悼
『
現
代
家
族
法
大
系
5
』
所
収
。

⑬
高
野
耕
一
「
相
続
財
産
管
理
人
、
不
在
者
財
産
管
理
人
お
よ
び
遺
言
執
行
者
の
訴
訟
法
上
の
地
位
」
(
昭
五
四
)
三
ヶ
月
u
青
山
編
『
民
訴

法
の
争
点
』
所
収
。

⑭
納
谷
康
美
「
遺
言
執
行
者
の
訴
訟
上
の
地
位
」
(
昭
五
六
)
法
律
論
叢
五
三
巻
三
・
四
号
六
五
頁
。

⑮
伊
藤
田
国
司
・
相
続
法
の
基
礎
的
諸
問
題
(
昭
五
六
)
。

⑮
梅
本
士
口
彦
「
代
理
と
訴
訟
担
当
と
の
交
錯
」
(
昭
五
九
)
新
堂
幸
司
編
集
代
表
『
講
座
民
訴
』
第
三
巻
所
収
。

⑪
竹
下
史
郎
「
遺
言
執
行
者
の
受
託
者
と
し
て
の
地
位
」
(
昭
六

O
)
信
託
法
研
究
九
号
九
九
頁
。

(
2
)
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
問
題
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
文
献
②
の
主
張
す
る
選
択
説
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
の
、

い
わ
ゆ
る
融
通
説
(
新
堂
幸
司
・
民
訴
法
一
一
五
頁
)
や
、
わ
が
民
法
典
の
遺
言
執
行
者
が
フ
ラ
ン
ス
法
型
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
ド
イ
ツ
法
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説

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
第
三
者
を
保
護
す
る
た
め
の
諸
制
度
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
民
法
一

O
一
五
条
を
も
っ
と
重
視
す
べ
き
こ
と
を
説
く

見
解
(
文
献
⑮
一
五
九
頁
以
下
)
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

(3)
最
判
昭
和
二
二
・
九
・
一
八
民
集
一

O
巻
九
号
一
一
六

O
頁
、
同
昭
和
四
三
・
五
・
三
一
民
集
二
ニ
巻
五
号
一
一
三
七
頁
、
同
昭
和
五
一
・
七
・

一
九
民
集
三

O
巻
七
号
七

O
六
頁
。
な
お
、
学
説
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑦
や
文
献
⑬
な
ど
参
照
。

(
4
)
文
献
②
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

論

ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
富
執
行
者
の
管
理
権
と
訴
訟
追
行
権

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
遺
言
に
お
い
て
別
段
の
意
思
の
表
明
が
な
い
限
り
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
債
務
の
弁
済
と
遺
産
分
割
を

主
た
る
任
務
と
す
る
清
算
人
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
。
そ
の
点
で
、
単
に
遺
言
条
項
の
履
行
を
任
務
と
し
て
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要

な
限
り
で
の
み
遺
産
の
管
理
権
を
認
め
ら
れ
る
日
本
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
と
は
異
な
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
英
米
法
に
お
け
る
人

格
代
表
者
と
し
て
の
遺
言
執
行
者
に
近
い
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
(
文
献
⑧
二
二
三
頁
、
文
献
⑮
一
六

O
頁
以
下
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な

遺
言
執
行
者
の
地
位
、
性
格
の
違
い
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
遺
産
に
対
す
る
権
限
や
そ
の
職
務
範
囲
の
違
い
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
は
、
被
相
続
人
が
特
に
別
段
の
意
思
を
表
明
し
て
い
な
い
限
り
、
全
遺
産
に
つ
き
包
括
的
な

管
理
処
分
権
を
有
し
、
相
続
人
に
遺
産
を
分
配
す
る
権
限
を
有
す
る
(
ド
民
二
二

O
四
条

1
二
二

O
八
条
)
。
被
相
続
人
は
遺
言
執
行
者
に
対

し
て
遺
産
の
管
理
以
外
の
他
の
任
務
を
与
え
な
い
で
、
遺
産
の
管
理
の
み
を
委
託
す
る
こ
と
も
で
き
る
(
同
二
二

O
九
条
前
段
)
。
こ
の
よ
う

に
遺
産
に
つ
き
包
括
的
な
管
理
処
分
権
を
有
す
る
と
き
は
、
遺
言
執
行
者
は
遺
産
を
占
有
し
、
ま
た
遺
産
に
属
す
る
個
々
の
財
産
を
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
無
償
処
分
は
徳
義
上
の
義
務
ま
た
は
儀
礼
的
顧
慮
に
適
応
す
る
限
度
で
の
み
こ
れ
を
な
し
う
る
(
同
二
二

O

五
条
)
。
ま
た
遺
言
執
行
者
は
、
通
常
の
管
理
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
限
り
、
遺
産
の
た
め
に
債
務
を
負
担
す
る
権
限
が
あ
り
、
さ
ら
に
被
相

北法38(5-6・II・406)1756



続
人
は
、
遺
言
執
行
者
の
債
務
負
担
に
つ
い
て
の
制
限
を
は
ず
す
こ
と
も
で
き
る
(
同
二
二

O
六
条
、
二
二

O
七
条
)
。
ま
た
、
遺
言
執
行
者

は
、
遺
産
債
権
者
や
受
遺
者
に
対
し
て
弁
済
を
な
す
責
務
を
負
う
。
遺
産
の
中
に
不
動
産
が
あ
り
、
そ
れ
が
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
べ

き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
相
続
の
登
記
の
際
に
、
遺
言
執
行
者
の
指
名
の
あ
っ
た
こ
と
も
職
権
で
登
記
さ
れ
る
(
ド
不
登
法
五
二
条
)
。

他
方
、
相
続
人
は
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
る
遺
産
に
つ
い
て
は
管
理
処
分
権
を
有
し
な
い
(
ド
民
二
二
一
一
条
)
。
相
続
人
は
、
遺

言
執
行
者
に
対
し
て
、
そ
の
職
務
の
執
行
を
な
す
に
つ
き
明
ら
か
に
必
要
で
な
い
遺
産
を
自
由
処
分
の
た
め
に
引
渡
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
引
渡
し
が
あ
れ
ば
、
そ
の
財
産
に
限
っ
て
遺
言
執
行
者
の
管
理
処
分
権
が
消
滅
す
る
(
同
二
二
一
七
条
)
。
相
続
人
の

固
有
の
債
権
者
は
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
る
遺
産
に
対
し
て
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
同
一
一
一
二
四
条
)
。
な
お
、

遺
言
執
行
者
の
管
理
処
分
権
は
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
任
務
の
終
了
と
と
も
に
消
滅
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
被
相
続
人
が
そ
の
任
務
の
終

了
後
も
な
お
遺
言
執
行
者
に
お
い
て
管
理
を
継
続
す
べ
き
旨
を
定
め
た
と
き
は
、
彼
の
管
理
処
分
権
は
一
定
の
期
間
の
聞
な
お
存
続
す
る
(
同

二
二

O
九
条
後
段
、
二
二
一

O
条)。

ニ
つ
ぎ
に
、
遺
産
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
遺
言
執
行
者
の
訴
訟
追
行
権
が
、
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
み
る
と
、

ド
イ
ツ
で
は
、
法
律
自
身
も
、
ま
た
学
説
も
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
場
合
に
分
け
て
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
産
に
属
す
る
権
利
で
、

遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
し
て
い
る
も
の
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
訟
(
積
極
訴
訟
、
〉
富
一
ぐ
匂
円
。
Nom)
と
、
遺
産
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
を
主
張

す
る
訴
訟
(
消
極
訴
訟
、
同
V
M

凶凹包〈℃吋。
N
O
E
)

と
を
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
二
一
二
二
条
は
、
「
遺
言
執
行
者
ノ
管
理
ニ
属
ス
ル
権
利
ハ
遺
言
執
行
者
ニ
貯
テ
ノ
ミ
裁
判
上
之
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
遺
言
執
行
者
に
認
め
ら
れ
た
排
他
的
な
管
理
処
分
権
の
効
果
と
し
て
、
積
極
訴
訟
に
つ
き
彼
に
当
事
者

適
格
を
認
め
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
(
冨
m
N
N
H
M

〉ロヨ・

ω‘
ωlω
明日記
N

〉ロ
B
-
H
)

。
そ
れ
故
、
積
極
訴
訟
に
お
い
て
遺
言
執
行
者
が
受

け
た
判
決
は
、
相
続
人
に
対
し
有
利
・
不
利
を
問
わ
ず
既
判
力
を
及
ぽ
し
(
ド
民
訴
三
二
七
条
一
項
)
、
ま
た
執
行
力
も
及
ぶ

遺言執行者の訴訟追行権

(
同
七
二
八
条

北法38(5-6・II・407)1757
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二
項
)
。
遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
の
管
理
上
必
要
な
場
合
に
は
、
自
分
へ
の
給
付
を
訴
求
し
う
る
(
富
山
N
N
H
N

〉
ロ
ヨ
-
H
N
W

中
ω

ご
N
H
N

〉
ロ
ヨ
-

y

ω

仲間
N
N
H
N

〉自己・
ω
)

。
訴
訟
物
が
、
遺
産
に
属
し
、
か
っ
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
る
権
利
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
者
に
よ
っ
て
提

論

起
さ
れ
た
消
極
的
確
認
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
遺
言
執
行
者
が
被
告
適
格
を
有
す
る

者
は
、
相
続
回
復
請
求
権
や
遺
言
者
自
身
の
相
続
権
を
裁
判
上
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る

』

Z
N己
H
H
)

。
こ
れ
に
対
し
、
相
続
人
の
相
続
権
は
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
す
る
権
利
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
争
い
は
、

相
続
人
相
互
間
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
遺
言
執
行
者
に
よ
っ
て
追
行
さ
れ
て
い
る
訴
訟
に
お
い
て
、
相
続
権
に
つ
い
て

の
争
い
が
、
中
間
の
争
点
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
は
、
真
正
の
相
続
人
に
対
し
て
既
判
力
を

生
じ
な
い
お
ω

間
N
N
H
N

〉
ロ
ヨ
・
少
ω

仲間
N
N
H
N

〉
ロ
自
・
。
)
。
ま
た
、
遺
言
の
有
効
性
に
つ
き
争
い
が
あ
る
場
合
に
、
遺
言
執
行
者
と
し
て

そ
の
遺
言
の
執
行
を
な
す
権
利
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
や
、
遺
言
に
よ
る
指
定
(
〈
止
ロ
関
口
口
問
)
の
有
効
性
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
な
ど
に
つ

き
、
遺
言
執
行
者
は
当
事
者
適
格
を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
受
け
た
判
決
は
、
相
続
人
に
対
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
さ
な
い

3
4
m
ω
N叶

ロ
ω
・問。

E
q
の
見
解
な
ど
)
。

遺
産
に
属
す
る
権
利
に
つ
き
、
遺
言
執
行
者
が
管
理
処
分
権
を
も
ち
、
そ
れ
故
に
当
事
者
適
格
を
有
す
る
と
き
は
、
相
続
人
は
そ
の
権
利

に
つ
き
当
事
者
適
格
を
も
た
な
い
(
富
山
N
N
H
N

〉
ロ
ヨ
・
ω

・m
l
ω

明

N
N
H
N

〉
ロ
自
-
N
u
m
仲間
N
N
H
N

〉
ロ
ヨ
-
N
)

。
こ
の
こ
と
は
、
遺
言
執
行
者

が
必
要
な
訴
訟
を
提
起
し
な
い
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
相
続
人
と
し
て
は
、
遺
言
執
行
者
の
遺
産
管
理
義
務
(
ド
民
一
一
一
二
六
条
)
の
履

行
(
訴
訟
の
提
起
・
追
行
)
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
て
、
強
制
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
宮
間
N
N
H
N

〉ロ
E
・
5
・ω

仲間
M
M
H
N

〉ロ
B
-
N
)

。

(
ω
ω

叩

N
N
H
N

〉
ロ
自
・
少
ω
1』
閉

ω
N
Z
H
H
)

。
遺
言
執
行

(
印
i
ω
ω
N
N
H
N

〉ロ
B
-
A
Y
ω

仲間
N
N
H
N

〉ロヨ・

P
印

ド
イ
ツ
民
法
二
二
一
七
条
に
よ
り
、
個
々
の
遺
産
の
解
放
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
遺
言
執
行
者
の
解
任
を
求
め

る
こ
と
も
で
き
る
(
同
二
二
二
七
条
)
。
他
方
、
遺
言
執
行
者
は
相
続
人
に
対
し
訴
訟
追
行
の
た
め
の
授
権
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
授
権

が
あ
れ
ば
、
相
続
人
は
任
意
的
訴
訟
担
当
者
と
し
て
遺
産
に
属
す
る
権
利
に
つ
き
訴
訟
の
提
起
・
追
行
を
な
し
う
る

ま
た
、
相
続
人
は
、

(
宮
山
N
N
H
N

〉ロヨ・同∞‘
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ω

ω

叩

N
N
H
N
K
戸口自・
ω
-
盟

問

N
N
H
N

〉
ロ
ヨ
・
ω

岨

ω
l』
問

ω
N叶

E

H

)

。
な
お
、
相
続
人
は
、
遺
言
執
行
者
の
授
権
が
な
く
て
も
、
あ
る
遺
産
債

務
の
不
存
在
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
お
ω
m
N
N
H
N

〉ロ
5
・N
)

。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
は
つ
ぎ
に
述
べ
る
消
極
訴
訟
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
そ
の
受
け
た
判
決
は
、
遺
言
執
行
者
に
不
利
に
は
そ
の
効
力
を
及
ぽ
さ
な
い
。

遺言執行者の訴訟追行権

つ
ぎ
に
消
極
訴
訟
に
つ
い
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
民
法
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
規
定
を
置
い
て
い
る
(
一
二
二
三
条
)
。
同
条
に
よ
る
と
、
ま
ず
、

遺
留
分
請
求
権
(
お
よ
び
こ
れ
を
確
保
す
る
た
め
の
報
告
請
求
権
)
は
、
常
に
相
続
人
を
被
告
と
し
て
こ
れ
を
行
使
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
(
一

項
三
文
)
。
遺
留
分
請
求
権
以
外
の
、
遺
産
に
対
す
る
請
求
権
(
物
権
的
請
求
権
を
含
む
。

ω

仲間
N

N

E

〉
ロ

5
・
H

ロ・

5
)
に
関
す
る
訴
訟
に

つ
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
権
の
範
囲
に
応
じ
て
つ
ぎ
の
三
つ
の
場
合
に
分
け
て
、
そ
の
当
事
者
適
格
者
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
ず
第
一
は
、
遺
言
執
行
者
が
全
遺
産
に
つ
い
て
管
理
処
分
権
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
遺
産
に
対
す
る
請
求

権
者
は
、
相
続
人
に
対
し
て
も
、
ま
た
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
も
、
さ
ら
に
両
者
に
対
し
同
時
に
で
も
、
給
付
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
同
条
一
項
一
文
)
。
し
か
し
、
遺
産
へ
の
執
行
の
た
め
に
は
、
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
給
付
判
決
が
必
要
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
だ
け

で
十
分
で
あ
る
(
ド
民
訴
七
四
八
条
一
項
)
。
そ
れ
故
、
相
続
人
に
対
し
て
給
付
判
決
を
得
た
だ
け
の
場
合
は
、
遺
産
へ
の
執
行
を
な
す
に
は
、

改
め
て
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
判
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
判
決
は
執
行
忍
容
判
決
で
も
よ
い
か
ら
、
当
初
か
ら
、
相
続
人
に
は

給
付
の
訴
え
を
、
遺
書
執
行
者
に
は
執
行
忍
容
の
訴
え
を
併
合
提
起
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る

(
ω
l
ω

叩

N
N
H
ω

〉
ロ

E
・
3
。
と
こ
ろ
で
、
遺

言
に
よ
る
指
定
に
よ
り
、
あ
る
い
は
遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
産
か
ら
の
解
放
(
ド
民
一
=
二
七
条
)
に
よ
り
、
特
定
の
個
々
の
遺
産
に
つ
い

て
は
遺
言
執
行
者
の
管
理
処
分
権
が
及
ば
な
い
場
合
で
も
、
こ
の
第
一
の
場
合
に
属
す
る
。
ま
た
、
遺
言
執
行
者
が
す
で
に
遺
産
を
占
有
し

て
い
る
か
否
か
は
問
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
執
行
者
が
占
有
し
て
い
る
特
定
の
遺
産
の
引
渡
請
求
権
を
相
続
人
に
対
し
て
も
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
(
宮
間
N

N

E

〉
ロ
ヨ
・
∞

λ山

1
ω

間
N
N
H
ω

〉
ロ
ヨ
-
U
-
ω

ニN
N
H
ω

〉
ロ
ヨ
・

3
。
遺
産
に
対
す
る
請
求
権
に
つ
き
遺
言
執
行
者

が
受
け
た
判
決
は
、
相
続
人
に
対
し
有
利
、
不
利
を
問
わ
ず
既
判
力
を
生
じ
る
(
ド
民
訴
三
二
七
条
二
項
)
。
た
だ
し
、
執
行
忍
容
の
訴
え
は
、

北法38(5-6・11・409)1759
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遺
産
に
対
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
の
訴
え
で
な
い
か
ら
、
相
続
人
に
判
決
の
効
力
は
及
ば
な
い

(ω件
闘

N

N

E

〉
ロ
ヨ
-
H
N
)

。
遺
言
執
行
者
に

対
す
る
訴
訟
で
給
付
判
決
を
得
た
請
求
権
者
は
、
相
続
人
に
対
す
る
執
行
文
を
得
て
(
同
七
二
八
条
二
項
)
、
相
続
人
の
固
有
財
産
に
も
執
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
お
lm出

N

N

E

〉ロ
E-
戸
)
。
も
っ
と
も
、
相
続
人
は
、
そ
の
責
任
の
制
限
を
主
張
し
う
る
(
同
七
八

O
条
二
項
参
照
)
。

他
方
、
相
続
人
に
対
し
て
下
さ
れ
た
判
決
は
、
遺
言
執
行
者
の
不
利
に
は
既
判
力
を
生
じ
な
い
。
遺
言
執
行
者
に
有
利
な
判
決
(
相
続
人
の

は
、
遺
言
執
行
者
に
も
効
力
を
生
じ
る
。
さ
も
な
い
と
、
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
後
訴
で
、
異
な
る
内
容
の
判
決
が
な
さ
れ
る

論

勝
訴
判
決
)

可
能
性
が
あ
り
、
も
し
異
な
る
判
決
が
下
さ
れ
る
と
相
続
人
に
お
い
て
既
判
力
の
抵
触
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
(
ω
l』

m
ω
N

ごロ

N

λ
凶

ω山

N

N

E

〉
ロ
ヨ
・
ロ
)
。
な
お
、
相
続
人
が
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
遺
言
執
行
者
の
同
意
が
な
い
限
り
、
遺
産
に
属
す
る
反
対
債
権
で
相

殺
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
に
、
遺
言
執
行
者
が
、
単
に
個
々
の
遺
産
に
つ
い
て
の
み
管
理
処
分
権
を
有
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
遺
産
に
対
す
る
請
求
権

者
は
、
相
続
人
に
対
し
て
の
み
、
こ
の
権
利
を
行
使
し
う
る
(
ド
民
二
二
一
三
条
一
項
二
文
)
。
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
給
付
の
訴
え
は
、
被

告
適
格
の
欠
棋
に
よ
り
却
下
さ
れ
る
(
印
i

印叩
N
N
H
ω

〉ロ
E
-
P
印仲間
N
N
H
ω

〉
ロ
ヨ
・
巴
)
。
請
求
権
者
が
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服
し
て
い

る
特
定
の
財
産
に
執
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
執
行
忍
容
判
決
(
ま
た
は
執
行
受
諾
の
公
正
証
書
)
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
条
三

項
、
ド
民
訴
七
四
八
条
二
項
、
七
九
四
条
二
項
)
。
請
求
権
者
が
、
遺
言
執
行
者
を
相
手
方
と
し
て
給
付
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
は
、
執
行

忍
容
判
決
が
有
意
義
で
あ
る
限
り
、
執
行
忍
容
の
訴
え
と
し
て
取
扱
う
べ
き
で
あ
る

(ω
ふ
m

N

N

Z

〉
ロ
日
・
品
w

日
朗
自
Nω

〉
ロ
ヨ
・
口
)
。

第
三
に
、
遺
言
執
行
者
が
、
遺
産
に
つ
き
全
く
管
理
処
分
権
を
有
し
な
い
と
き
は
、
請
求
権
者
は
、
相
続
人
に
対
し
て
の
み
訴
求
す
べ
き

で
あ
り
、
相
続
人
に
対
す
る
給
付
判
決
の
み
で
遺
産
に
対
し
て
も
執
行
を
な
し
う
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
遺
言
執
行
者
個
人
に
対
す
る
守
2
8
E
R
Z
訴
え
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
二
一
一
ニ
条
、
ド
イ
ツ
民
事

訴
訟
法
三
二
七
条
二
項
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
訴
え
と
し
て
は
、
遺
言
執
行
者
を
被
告
と
し
て
、
彼
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の
職
務
権
限
が
争
わ
れ
る
場
合
、
解
任
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
彼
の
義
務
で
あ
る
遺
産
目
録
の
交
付
や
、
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償

が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
遺
言
の
無
効
確
認
の
訴
え
を
も
含
む
と
解
さ
れ
て
い
る

(ωω
叩

N

N

E
〉
ロ

B
・

o-g

遺言執行者の訴訟追行権

山

N
N
H
ω

〉
ロ

E-EWω
』

叩

ω
N
叶
口
ω
)

。

三
な
お
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
範
囲
と
直
接
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
つ
ぎ
の
諸
制
度
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ

で
は
、
遺
言
執
行
者
と
指
定
さ
れ
た
者
の
な
す
就
任
の
受
諾
な
ら
び
に
拒
絶
は
、
遺
産
裁
判
所
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
な
す
も
の
と

さ
れ
て
い
る
(
ド
民
二
二

O
二
条
)
。
被
相
続
人
が
遺
言
執
行
者
の
指
定
を
第
三
者
に
委
託
し
た
場
合
、
そ
の
第
三
者
が
な
す
指
定
も
、
遺
産

裁
判
所
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
な
す
も
の
と
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
意
思
表
示
は
公
の
認
証
あ
る
方
式
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
を
要
す

る
(
同
一
二
九
八
条
、
二
一
九
九
条
)
。
遺
言
執
行
者
は
、
請
求
す
れ
ば
、
遺
産
裁
判
所
か
ら
そ
の
指
定
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
、
こ
の
遺
言
執
行
者
証
明
書
(
叶

g
g
g
g
gさ
]
E
z
n
w
q
N
2宮
町
)
に
は
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る

と
き
ゃ
、
無
制
限
に
遺
産
の
た
め
に
債
務
を
負
担
し
う
る
と
き
は
、
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
る
(
同
二
三
六
八
条
)
。
そ
し
て
、
こ
の
-
証
明
書
に

は
公
信
力
が
認
め
ら
れ
る
(
同
条
三
項
、
二
三
六
六
条
)
。
そ
こ
で
、
遺
言
執
行
者
の
指
定
が
、
遺
産
裁
判
所
に
呈
示
さ
れ
た
公
文
書
中
に
包

含
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
証
明
書
の
交
付
前
に
そ
の
指
定
の
効
力
に
関
し
て
相
続
人
の
意
見
を
聴
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
て

い
る
(
同
二
三
六
八
条
二
項
)
。
ま
た
、
遺
言
執
行
者
の
就
任
の
受
託
、
拒
絶
、
第
三
者
の
遺
言
執
行
者
の
指
定
の
意
思
表
示
を
閲
覧
す
る
に

つ
き
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
利
益
を
疎
明
し
て
請
求
す
れ
ば
、
閲
覧
が
認
め
ら
れ
る
(
同
二
二
二
八
条
)
。

固
さ
て
、
以
上
の
概
観
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
と
日
本
と
で
は
、
遺
言
執
行
者
の
地
位
、
性
格
、
そ
の
職
務
権
限
な
ど
の
点

で
非
常
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
が
い
か
な
る
訴
訟
に
つ
き
当
事
者
適

格
を
有
す
る
か
を
考
察
す
る
上
で
、
ド
イ
ツ
法
は
い
ろ
い
ろ
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
遺
言
執
行
者

は
、
原
則
と
し
て
全
遺
産
に
つ
き
排
他
的
な
管
理
処
分
権
を
有
し
、
か
っ
、
遺
産
の
た
め
に
債
務
を
負
担
す
る
権
限
を
も
有
し
て
い
る
が
、
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わ
が
国
で
は
そ
の
よ
う
な
原
則
は
存
在
し
な
い
。
遺
言
執
行
者
は
破
産
管
財
人
と
並
べ
て
同
様
な
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

ド
イ
ツ
で
は
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
正
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、
わ
が
国
で
も
そ
う
だ
と
い
い
う
る
か
は
検
討
を
要
す
る

(
文
献
⑮
一
六
四
頁

論

参
照
)
。

第
二
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
遺
産
に
関
す
る
訴
訟
を
積
極
財
産
に
関
す
る
訴
訟
と
遺
産
に
対
す
る
請
求
権
に
関
す
る
訴
訟
と
に
分
け
て
、
遺

言
執
行
者
の
当
事
者
適
格
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
処
理
分
権
が
そ
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

そ
の
よ
う
な
区
別
を
し
な
い
で
、
ま
た
管
理
権
と
も
必
ず
し
も
関
係
づ
け
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
『
遺
言
執
行
上
の
必
要

性
』
と
い
う
基
準
で
処
理
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

わ
が
国
で
は
、

ド
イ
ツ
で
は
、
遺
言
の
有
効
・
無
効
の
確
認
訴
訟
は
、
遺
産
に
関
す
る
訴
訟
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、

わ
が
国
で
は
、
そ
の
点
が
や
や
不
明
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、
遺
言
執
行
者
が
原
則
と
し
て
全
遺
産
に
つ
き
包
括
的
に
管
理
処
分
権
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
遺
言
執
行
者
の
存
否
、
そ
の
権
限

の
範
囲
を
第
三
者
が
容
易
に
、
か
っ
、
正
確
に
知
り
う
る
方
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ド
イ
ツ
で
は
当
事
者
適
格
者
の
判
断
を
誤
る
こ

そ
の
よ
う
な
方
策
が
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
施
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
当
事
者
適

第
三
に
、

と
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
わ
が
国
で
は
、

格
の
所
在
に
つ
い
て
の
判
断
を
誤
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
判
断
ミ
ス
が
生
じ
た
場
合
、
常
に
、
当
事
者
適
格
の
な

い
者
に
対
す
る
訴
え
と
し
て
却
下
す
れ
ば
よ
い
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
何
ら
か
の
救
済
策
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
遺
言
執
行
者
に

特
有
の
問
題
と
は
い
え
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
わ
が
国
で
は
、
登
記
が
対
抗
要
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
、
遺
贈
は
原
則
と
し
て
物
権
的
効
果
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
が
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ド
イ
ツ
法
の
概
観
を
終
る
こ
と
に
す
る
。

北法38(5-6・II・412)1762



同

RHas-ロ・由
1

凹
)
∞
的
誕
将

(，...， )ιャト潟 td (ìユい~' (ì;収JQ-!><極北J;:' へとを~~と td総監...)f.!. 0 トJ~心 Q制緩Qi;f; HE笠'県高~t21 1毛...)f.!./J;Ê.1lや wHE~ ぬト J .lJ tlい。。
Lange-Kuchinke， Lehrbuch des Erbrechts 2 Aufl. (1978) (L.) 

Munchener Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch VI Bd (Erbrecht) (1982) (M.) 

Soerge!-Siebert， Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz und Nebengesetzen 7 Bd (Erbrecht) 11 Aufl.(1983) (5 

-S) 

Staudinger， Kommentar znm Burgerlichen Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz und Nebengesetzen 10/11 Aufl. (1960) 

V Bd. (Erbrecht) (St.) 

Stein-Jonas， Kommentar zur Zivilprozesordnung 19 Aufl. (1969) (5-J) 

(N) Keβ!er， Der TestamentsvoIlstrecker im Prozes. DRiZ 1965 195 und DRiZ 1967 299 

(的) ...)f.!.~ミわド， !æ~昼〈笠判(Jjg:)拡稲垣鰹怠4時~呂 w~...) 小t-Q ~~ÀJ~ 小トJ .lJ td~ t-(! O .;j) れよJ .;j)'畑i1im訴!と栴佃1IÌ!\~ミ刑制並区総栴 \J

今念予(ð.lJ唱1J~'足1:';:'.lJ .;j)国~w)絡吋のけ戸).J~主 \J 収J約二会心， !æ~単〈為頬11nu訴!と刊早期総'l'(時ト J .lJ~与や哨tJ時心獲物与二ν 二時 (SH

2212 Anm. 2)。

(司).;j)0.lJ.;j)'明E田守毛並起草判事:Q'明申1U採!と栴Q愈n¥!l:tltlg長Jい :2 時刑制 tl~支Jν採!といのはさ重， !æ~辱-<tl:/支 4眠時軍部Q224ミt.d.'

畑 11l1!I採!と栴 td寂~t-(!採!と隠偽軍部品j荷風.lJ 1眠時(!L ffii\憶平田〈桜川邸)0 *'~話F 剰111m採!と仰日設私的訴!と同偽 Q)信州W$出砲

J小 崎 (St9 2213 Anm. 16)。
(凹) !æ~昼@1~臨終製さ~4Jn-%ヰ44ポユ。さと~.-J'畑。m訴!と相当FZE爆製品J)十ヨn td 1tl W民Jい畑H封印.l{]~...)ν ユのやむや~+ポユ-R心'

~td1定~子。早1翼団事堅開I~~鍵さ主制限早J 収J~ ユ (St 9 2213 Anm. 9)。

(∞)。れよJ.;j)' ，同日採択J~時制~*'製為'剰111m採!と栴Q伽騨製Q同盟ヤニ恩"，， 8主主制.lJ~とEミャmiK~tl -\Ç ト(l.;j) 8 \J-\Çt-(!.lJ収)~'刑制

訴Lヒ刊JtI tl1定J ド i憶Aば千(ð U 心~~ノ初おユ (St 9 2213 Anm. 7)。

(ド)f.!.心ば宝， Stein-Jonas， ZPO 20 Aufl. (1978) vor 950 Anm. 26， Rosenberg-Schwab， Lehrbuch. 13 Aufl. (1981) 9 40III 

(∞)兵為圃早J.;j)'趣n \!l:tl~製 tl111m~ -\'tJ兵時ト J 心為-\Çt-(!~'刑制Q訴!と斗 8'主主匹~.lJ :; AC""¥ f J .lJ W 111m ユ部'l'(f.!.~:t;:; 8懸命2主総-v'ヨn!酌栴

摺:'i$.lJ愈n¥!l:tl製.lJQ臣経為十余td司If"l'(心£いユぉニム4小ldtやばt-(!。

制
球
ヒ
澗
出
耐
総
Q
将
位
添
加
刷
用



説

(9)
こ
の
点
を
強
調
し
、
そ
の
救
済
策
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
文
献
⑪
六

O
頁
以
下
が
あ
る
。

(
叩
)
通
説
・
判
例
で
あ
る
。
大
判
大
正
五
・
一
一
・
八
民
録
二
二
輯
ニ

O
七
八
頁
、
最
判
昭
和
三
九
・
三
・
六
民
集
一
八
巻
三
号
四
三
七
頁
、
同
昭

和
六
二
・
四
・
二
三
民
集
四
一
巻
三
号
四
七
四
頁
な
ど
。

論

遺
言
の
効
力
に
関
す
る
確
認
訴
訟

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
あ
る
遺
言
書
に
お
い
て
遺
言
執
行
者
と
指
名
さ
れ
た
者
が
、
受
遺
者
と
さ
れ
て
い
る
者
を
被
告
と
し
て
、
そ

の
遺
言
の
無
効
確
認
を
訴
求
す
る
場
合
は
、
遺
言
執
行
者
は
訴
訟
担
当
者
で
は
な
く
、
彼
固
有
の
地
位
に
も
と
づ
く
訴
え
で
あ
る
と
明
言
す

る
判
例
も
あ
る
が
、
遺
一
一
言
の
効
力
に
関
す
る
訴
訟
を
遺
産
に
関
す
る
訴
訟
と
同
列
に
お
き
、
そ
こ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
訴
訟
追
行
権
を

論
じ
て
い
る
学
説
も
多
い
。
も
し
訴
訟
担
当
で
な
い
と
す
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
の
受
け
た
判
決
は
相
続
人
に
及
ば
な
い
こ
と
に
な
り
、
他
方
、

相
続
人
に
確
認
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
相
続
人
も
遺
言
の
有
効
・
無
効
確
認
訴
訟
の
正
当
な
当
事
者
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
反
し
、
遺
言
執
行
者
を
こ
こ
で
も
訴
訟
担
当
者
で
あ
る
と
み
る
と
、
本
人
た
る
相
続
人
は
ど
の
よ
う
に
判
決
の
効
力
を
受
け
、
ま
た
、

遺
言
の
効
力
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
き
相
続
人
自
身
は
当
事
者
適
格
を
失
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
場
合
、
そ
の
効
力
に
つ
き
争
い
の
あ
る
遺
言
が
、
当
該
遺
言
執
行
者
の
地
位
を
も
基

礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
か
、
執
行
者
の
地
位
に
は
関
係
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
分
け
て
論
じ
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
属
す
る

場
合
と
し
て
は
、
遺
言
中
の
あ
る
特
定
の
条
項
の
解
釈
の
み
が
問
題
で
あ
る
と
き
や
、
同
一
人
が
時
期
を
異
に
し
て
複
数
の
遺
言
を
な
し
、

遺
言
執
行
者
の
指
名
を
含
む
方
の
遺
言
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
く
、
他
方
の
遺
言
の
効
力
が
争
わ
れ
て
い
る
と
き
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

ニ
便
宜
上
、
後
者
の
場
合
か
ら
み
て
い
く
と
、
遺
言
執
行
者
が
無
効
な
遺
言
を
執
行
し
た
り
、
遺
言
の
範
囲
を
超
え
て
執
行
し
た
り
す

る
と
、
受
託
者
と
し
て
の
義
務
に
違
反
し
た
も
の
と
し
て
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
危
険
を
避
け
る
必
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遺言執行者の訴訟追行権

そ
の
た
め
に
彼
に
当
事
者
適
格
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
一
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者
の
職

務
で
あ
る
寸
遺
言
の
執
行
」
と
は
、
そ
の
効
力
に
争
い
の
な
い
遺
言
条
項
の
執
行
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
効
力
に
つ
い
て
の
争
い
を
解
決
す

る
こ
と
を
も
包
含
す
る
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
訴
訟
を
追
行
す
る
こ
と
も
彼
の
職
務
範
囲
の
事
項
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
受
遺
者
が
遺
言

執
行
者
に
対
し
て
遺
贈
義
務
の
履
行
を
求
め
る
訴
訟
の
代
わ
り
に
、
遺
言
の
有
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
(
民
訴
二
二
五
条
参
照
)
や
、

遺
贈
義
務
の
履
行
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
遺
言
の
有
効
・
無
効
の
中
間
確
認
が
求
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
判
決
の
効
力
が
相
続
人
に
及
ば
な

い
と
い
う
の
で
は
、
紛
争
は
最
終
的
に
解
決
し
た
と
は
い
い
え
な
い
し
、
遺
贈
義
務
自
体
に
つ
い
て
の
判
決
の
効
力
と
の
比
較
か
ら
も
問
題

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
当
該
の
遺
言
条
項
が
有
効
で
あ
れ
ば
直
接
利
益
を
受
け
る
者
と
の
間
で
の
遺
言
の
効
力
、
内
容
に
つ
い
て
の
確

認
訴
訟
に
お
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
は
訴
訟
担
当
者
と
し
て
当
事
者
と
な
り
、
そ
の
受
け
た
判
決
は
相
続
人
に
及
ぶ
と
解
す
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
続
人
が
自
分
に
不
利
な
遺
言
の
執
行
を
な
さ
せ
な
い
た
め
に
、
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
遺
言
の
無
効
確
認
訴

訟
を
提
起
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
事
者
適
格
は
認
め
て
よ
い
が
、
そ
の
判
決
の
効
カ
は
、
受
遺
者
等
に
は
少
な
く
と
も
そ
の
不
利
に
は

及
ば
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
問
題
は
、
遺
言
執
行
者
が
存
在
す
る
場
合
に
、
相
続
人
が
受
遺
者
等
を
相
手
方
と
し
て
遺
言
の
無
効
確
認

訴
訟
を
提
起
し
た
り
、
ま
た
受
遺
者
の
側
か
ら
相
続
人
を
被
告
と
し
て
遺
言
の
有
効
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
り
で
き
る
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
確
認
の
利
益
は
、
原
告
の
方
か
ら
み
て
当
該
被
告
を
相
手
方
と
し
て
確
認
判
決
を
求
め
る
利
益
が
あ
れ
ば
足
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、

右
の
問
題
を
肯
定
す
る
見
解
も
あ
る
(
文
献
⑭
八

O
頁
)
が
、
や
は
り
、
遺
言
の
執
行
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
に
の
み

適
格
が
あ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
遺
言
執
行
者
を
訴
訟
担
当
者
と
み
る
限
り
、
彼
の
受
け
た
判
決
は
相
続
人
に
及
ぶ
こ

と
に
な
る
か
ら
、
も
し
相
続
人
に
も
当
事
者
適
格
を
認
め
、
か
っ
、
相
続
人
に
お
い
て
既
判
力
の
抵
触
が
生
じ
な
い
と
す
る
た
め
に
は
、
相

続
人
が
受
け
た
判
決
は
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
も
効
力
を
及
ぽ
す
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
民
法
一

O
一
三
条
の
解
釈
上
認
め
ら

れ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

要
が
あ
り
、
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説

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
効
力
が
争
わ
れ
て
い
る
遺
言
自
体
に
よ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の
地
位
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
に

つ
い
て
は
、
趣
き
を
異
に
す
る
。
受
遺
者
が
遺
言
執
行
者
を
被
告
と
し
て
遺
言
の
有
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
、
ま
た
逆
に
遺
言
執
行

者
が
受
遺
者
を
被
告
と
し
て
遺
言
の
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
、
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
本
案
に
つ
い
て
の
判
断
の
結
果
い
か
ん

に
か
か
わ
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
遺
言
を
無
効
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
と
き
で
も
、
遺
言
執
行
者
は
当
事
適
格
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
で
、
遺
言
が
有
効
と
い
う
本
案
判
決
が
な
さ
れ
て
も
、
相
続
人
は
、
遺
言
の
無
効
を
主
張
し
て
、
遺
言
執
行
者

の
訴
訟
担
当
資
格
を
争
い
、
そ
の
判
決
が
自
分
に
効
力
を
及
ぽ
さ
な
い
こ
と
を
主
張
で
き
る
。
た
だ
し
、
受
遺
者
ま
た
は
遺
書
執
行
者
か
ら
、

相
続
人
に
当
該
訴
訟
に
つ
い
て
の
通
知
が
な
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
相
続
人
は
も
は
や
争
え
な
い
と
解
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。

相
続
人
が
受
遺
者
を
被
告
と
し
て
提
起
す
る
遺
言
の
無
効
確
認
訴
訟
も
、
本
案
に
つ
い
て
の
判
断
の
結
果
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
法

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
訴
訟
で
遺
言
を
有
効
と
す
る
本
案
判
決
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
判
決
の
効
力
は
当
然
に
は
遺
言
執
行
者

に
は
及
ば
ず
、
遺
言
執
行
者
は
受
遺
者
に
対
し
て
遺
言
の
無
効
を
主
張
で
き
る
。
た
だ
し
、
相
続
人
な
い
し
受
遺
者
か
ら
遺
言
執
行
者
に
あ

ら
か
じ
め
訴
訟
の
通
知
が
な
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
既
判
力
が
拡
張
さ
れ
る
と
解
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。

論

(
1
)
大
阪
控
判
大
正
六
・
五
・
二
四
新
聞
一
二
八
五
号
二
四
頁
。
そ
の
原
審
判
決
で
あ
る
大
阪
地
判
大
正
六
・
三
・
六
新
聞
一
二
八
三
号
二
七
頁
も

同
旨
か
。

(
2
)
文
献
⑥
、
文
献
⑪
、
文
献
⑭
な
ど
。

(
3
)
2・m
N
H
U
叶
〉
ロ
ヨ
・
お
ロ
・
お
も
同
様
な
区
別
を
し
て
い
る
。

(
4
)
そ
の
よ
う
な
ケ

1
ス
と
し
て
、
東
京
地
判
大
正
三
・
三
・
六
評
論
コ
一
巻
民
法
一
七
六
頁
と
、
そ
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
東
京
控
判
大
正
三
・
一

一
・
五
新
聞
九
九
八
号
二
一
頁
が
あ
る
。

(
5
)
そ
の
効
力
が
争
わ
れ
て
い
る
遺
言
自
体
に
よ
っ
て
遺
言
執
行
者
の
他
位
も
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
の
判
例
で
あ
る
が
、
相
続
人
に
当
事
者

北法38(5-6・II・416)1766



適
絡
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
横
浜
地
判
、
裁
判
年
月
日
不
明
、
明
四

0
年
間
二
九
一
号
、
新
聞
四
九

O
号
六
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
九
・
四
・

二
七
判
時
一
一
四
五
号
七
五
頁
が
あ
る
。

(6)
同
じ
結
論
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
横
浜
地
判
、
新
聞
四
九
O
号
六
頁
、
大
阪
地
判
、
裁
判
年
月
日
不
明
、
明
治
四
三
年
間
九
五
号
、
新

聞
六
四
六
号
二
ハ
頁
、
高
松
高
判
昭
和
一
三
・
七
・
五
下
民
集
七
巻
七
号
一
七
六
四
頁
。
な
お
、
右
高
松
高
判
は
、
遺
言
執
行
者
、
相
続
人
、
共

同
受
遺
者
を
被
告
と
す
る
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
を
類
以
必
要
的
共
同
訴
訟
と
解
し
て
い
る
。
前
掲
東
京
地
判
昭
和
五
九
・
四
・
二
七
は
、
遺
言
の

執
行
と
し
て
受
遺
者
へ
所
有
権
移
転
登
記
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
限
り
、
相
続
人
に
当
事
者
適
格
を
認
め
る
よ
う
で
あ
る
。

四

遺
産
に
属
す
る
積
極
財
産
に
関
す
る
訴
訟

遺言執行者の訴訟追行権

つ
ぎ
に
、
遺
産
に
属
す
る
積
極
財
産
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
遺
言
執
行
者
が
、
特
定
の
物
な
い
し
権
利
が
遺
産
に

属
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
旨
の
確
認
を
求
め
、
あ
る
い
は
登
記
の
抹
消
・
移
転
手
続
や
物
の
引
渡
し
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な

訴
訟
を
追
行
す
る
こ
と
が
、
遺
言
の
執
行
上
必
要
で
あ
る
限
り
、
彼
に
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
は
異
論
が
な

い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
第
三
者
が
、
あ
る
物
な
い
し
権
利
が
自
己
に
帰
属
し
、
遺
産
に
属
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
、
遺
産
で
な
い
こ
と

の
確
認
を
求
め
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
そ
の
権
利
が
自
分
に
属
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
場
合
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
第
三
者
の
な
す

消
極
的
確
認
訴
訟
は
、
遺
言
執
行
者
の
提
起
す
る
積
極
訴
訟
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
遺
言
執
行
者
に
被
告
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
三
者
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
遺
産
を
防
衛
す
る
こ
と
も
、
保
存
な
い
し
管
理
行
為
で
あ
る
か
ら
、
遺
言
執
行

者
が
そ
の
物
な
い
し
権
利
に
つ
き
管
理
権
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
被
告
適
格
も
認
め
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
「
わ
が
国
で
は
、
こ
の

種
の
訴
訟
に
つ
き
遺
言
執
行
者
に
被
告
適
格
を
認
め
る
こ
と
を
疑
問
と
し
、
あ
る
い
は
相
続
人
や
受
遺
者
に
被
告
適
格
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
学
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
奈
良
次
郎
判
事
の
見
解
が
あ
る
。
同
判
事
に
よ
れ
ば
、
相
続
人
が
、
遺
言
の
無
効
を
主
張
し
て
相
続
財
産
に
つ
い
て
自
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説

分
が
持
分
権
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
場
合
の
よ
う
に
、
遺
言
と
直
接
な
い
し
密
接
に
関
連
す
る
場
合
や
(
文
献
⑪
四
回
頁
)
、
原
告

が
被
相
続
人
と
の
生
前
の
法
律
関
係
(
た
と
え
ば
契
約
締
結
に
よ
っ
て
取
得
し
た
権
利
)
を
主
張
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
で
も
、
そ
の

法
律
関
係
が
所
有
権
以
外
の
権
利
(
た
と
え
ば
賃
借
権
や
抵
当
権
)
で
、
そ
の
権
利
が
、
遺
産
に
属
す
る
目
的
物
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
っ
、
そ
の
目
的
物
が
遺
産
に
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
告
に
お
い
て
も
争
い
が
な
い
場
合
に
は
(
文
献
⑪
四
九
頁
)
、
遺
言
執
行
者
に

被
告
適
格
を
認
め
て
よ
い
が
、
原
告
が
、
被
相
続
人
と
の
生
前
の
交
渉
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
し
た
と
主
張
し
、
所
有
権
移
転
登
記
手
続
、

目
的
物
の
引
渡
、
所
有
権
確
認
等
を
訴
求
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
誰
が
正
当
な
被
告
で
あ
る
か
を
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

被
相
続
人
か
ら
生
前
に
当
該
土
地
を
取
得
し
た
と
主
張
す
る
原
告
が
、
遺
言
に
よ
っ
て
被
相
続
人
の
全
遺
産
を
遺
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
者
(
共
同
相
続
人
の
一
人
)
を
被
告
と
し
て
、
所
有
権
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
よ
う
な
場
合
、
「
原
告
側
か
ら
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、

遺
言
執
行
者
の
被
告
適
格
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
被
告
側
と
し
て
も
、
遺
言
執
行
者
の
被
告
適
格
の
問
題
を
提
出
し
な
く
て
も
よ
い
は
ず
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
原
告
勝
訴
の
と
き
に
は
、
遺
言
執
行
者
が
被
告
適
格
を
有
す
る
こ
と
の
問
題
は
な
い
の
で
あ
り
、
原
告
が
実
体
上
敗

訴
の
と
き
に
は
じ
め
て
被
告
の
遺
言
執
行
者
の
被
告
適
格
の
問
題
が
生
じ
る
に
と
ど
ま
り
、
本
来
、
一
審
被
告
の
争
点
と
な
り
え
な
い
も
の

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
の
訴
訟
遂
行
に
不
安
を
感
じ
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
誠
実
な
履
行
を
果
た
そ
う
と
し
、

被
告
側
の
勝
訴
を
図
る
に
は
、
遺
言
執
行
者
が
被
告
に
補
助
参
加
を
す
る
か
、
ま
た
は
、
(
当
該
)
土
地
の
管
理
権
の
存
在
を
求
め
て
独
立
当

事
者
参
加
の
申
立
を
す
れ
ば
相
当
程
度
防
げ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
(
文
献
⑪
五
三
頁
)
か
ら
、
遺
言
執
行
者
に
被
告
適
格
を
認
め
る
べ
き

で
は
な
い
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
奈
良
説
を
好
意
的
に
評
価
す
る
見
解
も
現
わ
れ
て
い
る
(
文
献
⑬
一

O
一
頁
)
。

ま
た
、
納
谷
広
美
教
授
も
、
「
確
認
の
利
益
に
関
す
る
判
断
は
、
遺
言
執
行
者
の
地
位
・
権
限
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
原
告
の
法
的
地
位
(
権

利
文
は
法
律
関
係
)
に
法
律
上
影
響
が
あ
り
、
か
っ
そ
の
原
因
が
相
手
方
た
る
被
告
に
あ
れ
ば
よ
い
」
と
す
る
考
え
方
か
ら
、
前
掲
昭
和
四

論

九
年
七
月
二
六
日
の
東
京
地
判
は
不
当
な
判
決
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
(
文
献
⑪
八

O
頁)。
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遺言執行者の訴訟追行権

で
は
、
こ
れ
ら
の
学
説
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
管
理
権
を
問
題
と
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
目
的
た
る
物

な
い
し
権
利
が
か
り
に
遺
産
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
き
遺
言
執
行
者
に
管
理
権
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
問
い
、
も
し
認
め
ら

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
権
利
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
訟
に
つ
き
遺
言
執
行
者
が
当
事
者
適
格
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
案
に
つ
い

て
判
断
し
た
結
果
、
そ
の
権
利
は
遺
産
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
遺
言
執
行
者
が
そ
れ
に
つ
き
管
理
権
を
も
つ
は

ず
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
当
事
者
適
格
を
有
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
が
原
告
と
な
っ
て
給
付
訴
訟
や
積

極
的
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
の
権
利
が
遺
産
に
属
し
な
い
と
い
う
判
断
に
達
す
る
と
、
原
告
適
格
が
欠
け
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。
ま
た
奈
良
判
事
に
よ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の
被
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
原
・
被
告
が
と

も
に
遺
産
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
目
的
物
の
上
に
、
原
告
の
賃
借
権
や
抵
当
権
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

も
、
請
求
を
認
容
し
う
る
と
い
う
判
断
に
達
す
る
と
、
遺
言
執
行
者
は
そ
の
権
利
に
つ
き
管
理
権
を
有
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
遺
言
執
行
者
が
被
告
適
格
を
失
わ
な
い
の
は
、
当
事
者
適
格
を
基
礎
づ
け
る
管
理
権
の
対
象
は
、
当
該
訴
訟
の
結
果
い
か

ん
に
係
っ
て
い
る
実
体
的
な
利
益
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
利
益
に
つ
い
て
の
管
理
権
の
帰
属
は
、
通
常
、
訴
訟
物
た
る
権
利
が
遺
産
に

属
し
た
と
す
れ
ば
、
誰
が
そ
の
権
利
に
つ
い
て
管
理
権
を
有
す
る
か
と
い
う
判
断
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
管
理
権
を
遺
言
執
行
者
が
有
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
遺
言
執
行
者
が
遺
産
全
体
に
つ
き
管

理
権
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
遺
産
に
属
す
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
物
な
い
し
権
利
に
つ
き
管
理
権
を
有
す
る
と
解
し
て

よ
い
。
遺
産
全
体
に
つ
き
管
理
権
を
有
し
て
な
い
場
合
で
も
、
特
定
の
物
や
権
利
に
つ
き
遺
言
執
行
者
が
管
理
権
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
物
な
い
し
権
利
自
体
の
帰
属
や
、
そ
の
物
や
権
利
の
上
に
存
す
る
賃
借
権
・
抵
当
権
等
の
存
否
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
そ
の
遺

言
執
行
者
が
当
事
者
適
格
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
奈
良
判
事
が
、
遺
言
執
行
者
の
被
告
適
格
を

そ
の
遺
言
執
行
者
が
訴
訟
物
た
る
権
利
に
つ
き
管
理
権
を
有
し
て
い
た
か
が
検
討
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

否
定
さ
れ
る
場
合
に
、

北法38(5-6・II・419)1769



説

ぅ
。
同
判
事
が
前
提
と
し
て
お
ら
れ
る
遺
言
は
、
そ
の
帰
属
に
争
い
の
あ
る
係
争
土
地
あ
る
い
は
全
遺
産
を
共
同
相
続
人
の
一
人
に
遺
贈
す

る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
(
文
献
⑪
五

O
頁
)
。
単
純
な
包
括
遺
贈
の
場
合
は
も
と
よ
り
、
特
定
遺
贈
の
場
合
で
も
そ
の
目
的
物
が
遺

産
中
に
存
在
す
る
限
り
、
そ
の
所
有
権
は
当
然
に
受
遺
者
に
物
権
的
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
、
当
該
目
的
物
が
遺
産
中
に
存
在
し

な
け
れ
ば
、
遺
言
中
に
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い
限
り
、
そ
の
特
定
遺
贈
は
効
力
を
失
う
(
民
九
九
六
条
)
か
ら
、
前
記
の
よ
う
な
遺
言
の

5命

場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
が
当
該
目
的
物
に
つ
き
管
理
権
を
有
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
定
遺
贈
の
目
的
物
に
つ

き
、
未
だ
登
記
の
移
転
や
引
渡
し
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
な
お
遺
言
執
行
者
が
管
理
権
を
有
す
る
と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
受

遺
者
と
遺
言
執
行
者
と
の
問
で
は
、
受
遺
者
が
所
有
者
で
あ
り
、
目
的
物
の
管
理
処
分
権
も
受
遺
者
が
有
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、

た
だ
、
遺
言
執
行
者
は
、
受
遺
者
へ
の
登
記
の
移
転
、
目
的
物
の
引
渡
し
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
関
係
上
、
相
続
人
と
の
関
係
で
、
な
お
管

理
権
を
有
す
る
と
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
遺
者
自
身
が
被
告
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
受
遺
者
に

被
告
適
格
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
排
他
的
な
管
理
権
を
遺
言
執
行
者
が
有
す
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
相

続
人
と
の
関
係
で
も
、
ま
た
受
遺
者
と
の
関
係
で
も
、
遺
言
執
行
者
が
排
他
的
な
管
理
権
を
有
す
る
こ
と
に
争
い
の
な
い
場
合
|
|
た
と
え

ば
、
清
算
型
の
包
括
遺
贈
の
場
合
(
文
献
⑧
二
六
二
頁
な
ど
参
照

)
1
1
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
の
み
に
当
事

者
適
格
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
奈
良
判
事
も
遺
言
執
行
者
に
被
告
適
格
を
承
認
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
奈
良
判
事
は
、
第
三
者
が
提
起
す
る
所
有
権
の
積
極
的
確
認
訴
訟
に
つ
き
、
原
告
側
の
勝
訴
が
確
定
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
当

該
不
動
産
が
相
続
財
産
で
な
い
こ
と
が
確
定
す
る
が
、
逆
に
被
告
側
が
勝
訴
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
当
該
不
動
産
が

相
続
財
産
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
、
自
説
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
(
文
献
⑪
五
二
頁
)
。
ま
た
納
谷
教
授
は
、
確

認
の
利
益
は
、
原
告
に
そ
の
よ
う
な
利
益
が
あ
る
か
を
問
題
と
す
れ
ば
足
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者
に
排
他
的
な
管
理
権

が
帰
属
し
て
い
る
場
合
を
前
提
と
す
れ
ば
、
か
り
に
相
続
人
ま
た
は
受
遺
者
に
被
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
、
少
な
く
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と
も
被
告
敗
訴
の
判
決
は
遺
言
執
行
者
に
そ
の
効
力
を
及
ぽ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
こ
の
訴
訟
と
は
別
に
、
遺
言
執
行
者

は
右
の
訴
訟
の
原
告
で
あ
っ
た
第
三
者
を
被
告
と
し
て
同
一
目
的
物
の
所
有
権
が
遺
産
(
し
た
が
っ
て
相
続
人
な
い
し
包
括
受
遺
者
)
に
属

す
る
旨
の
確
認
訴
訟
を
適
法
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
訴
訟
で
下
さ
れ
た
本
案
判
決
は
、
相
続
人
な
い
し
受
遺
者
に
そ
の

効
力
を
及
ぽ
す
で
あ
ろ
う
(
民
訴
ニ

O
一
条
二
項
)
。
前
訴
で
は
原
告
た
る
第
三
者
の
所
有
権
が
訴
訟
物
で
あ
り
、
後
訴
で
は
遺
産
に
属
す
る

所
有
権
が
訴
訟
物
で
あ
る
か
ら
、
両
訴
訟
は
訴
訟
物
を
異
に
す
る
が
、
い
ず
れ
の
所
有
権
も
同
一
物
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い

わ
ゆ
る
後
訴
請
求
が
前
訴
判
決
と
矛
盾
関
係
に
立
つ
場
合
で
あ
り
、
遺
言
執
行
者
の
受
け
た
判
決
の
効
力
の
拡
張
を
受
け
る
相
続
人
な
い
し

受
遺
者
に
お
い
て
既
判
力
が
抵
触
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
前
訴
の
原
告
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
相
続
人
等
を

被
告
と
す
る
訴
訟
で
、
か
り
に
勝
訴
し
て
み
て
も
、
遺
言
執
行
者
か
ら
実
質
的
に
同
一
と
み
ら
れ
る
訴
訟
を
提
起
さ
れ
る
可
能
性
が
残
り
、

も
し
そ
の
よ
う
な
後
訴
に
お
い
て
敗
訴
す
れ
ば
、
前
訴
の
判
決
の
効
力
は
実
質
的
に
は
失
わ
れ
る
結
果
と
な
る
。
他
方
、
最
初
か
ら
遺
言
執

行
者
を
被
告
と
し
て
訴
訟
を
し
て
お
け
ば
、
相
続
人
等
に
も
判
決
の
効
力
は
及
び
、
紛
争
を
一
挙
に
解
決
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
相
続
人
等
を
被
告
と
す
る
確
認
訴
訟
に
つ
き
、
原
告
に
正
当
な
利
益
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
排
他
的
な
管
理
権
を
有
す
る
遺
言
執

行
者
を
被
告
と
し
た
と
き
に
の
み
、
確
認
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

遺言執行者の訴訟追行権

こ
の
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
が
管
理
権
を
有
す
る
と
き
は
、
彼
に
被
告
適
格
を
も
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
他
方
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
処

分
行
為
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
続
人
等
に
は
被
告
適
格
も
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
特
定
遺
贈
に
よ
っ
て
目
的
物
の
所
有

権
は
直
ち
に
受
遺
者
に
帰
属
し
、
登
記
や
占
有
を
移
転
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
の
み
、
遺
言
執
行
者
に
管
理
権
が
残
さ
れ
て
い
る
と

き
に
は
、
原
則
と
し
て
受
遺
者
は
独
立
に
当
事
者
適
格
を
有
す
る
と
解
し
て
よ
い
。
そ
の
受
遺
者
と
原
告
た
る
第
三
者
と
の
聞
で
、
当
該
目

的
物
の
帰
属
が
決
ま
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
と
し
て
は
そ
の
結
果
を
争
う
必
要
が
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
受
遺
者
の
適
格
を
否
定
す
べ

き
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
遺
贈
の
第
一
次
目
的
物
を
受
遺
者
に
取
得
さ
せ
え
な
い
と
き
は
、
そ
れ
に
代
る
目
的
物
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を
遺
贈
す
べ
し
と
す
る
遺
言
の
場
合
で
あ
る
。
第
一
次
目
的
物
が
遺
産
中
に
存
在
す
れ
ば
、
受
遺
者
は
直
ち
に
所
有
者
と
な
る
か
ら
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
受
遺
者
に
も
被
告
適
格
を
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
が
、
彼
の
受
け
た
判
決
、
と
く
に
敗
訴
判
決
は
遺
言
執
行
者
を
拘
束
し
な
い

論

と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
に
も
当
事
者
適
格
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
大
判
明
治
三
六
・
二
・
二
五
民
録
九
輯
一
九

O
頁
、
大
判
昭
和
一
五
・
一
一
了
二

O
民
集
一
九
巻
二
二
八
三
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
三
七
・
四
・

一二

O
下
民
集
一
三
巻
四
号
九
二
八
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
一
・
五
・
二
八
判
時
八
四
一
号
六
四
頁
な
ど
。

(2)
同
旨
、
文
献
⑧
二
二
八
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
九
・
七
・
二
六
判
時
七
六
五
号
八
四
頁
な
ど
。

(
3
)
最
判
昭
和
=
二
・
九
・
一
八
民
集
一

O
巻
九
号
一
一
六

O
頁
の
事
案
は
こ
れ
に
属
す
る
。

(
4
)
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
当
事
者
適
格
理
論
の
再
構
成
」
山
木
戸
還
暦
記
念
『
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
上
』
(
昭
四
九
)
五
二
頁
以
下
参
照
。

(
5
)
文
献
⑧
二
六
二
頁
。
な
お
、
文
献
⑫
三
三
二
頁
は
、
寸
受
遺
者
に
遺
贈
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
相
続
に
よ
る
相
続
人
へ
の

権
利
変
動
が
不
完
全
な
が
ら
存
す
る
」
と
す
る
。

(
6
)
中
野
貞
一
郎
ほ
か
編
・
民
訴
法
講
義
〔
補
訂
第
二
版
〕
(
吉
村
)
(
昭
六
二
四
四
五
頁
な
ど
参
照
。

五

遺
産
に
対
す
る
請
求
権
に
関
す
る
訴
訟

遺
産
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訴
訟
物
た
る
請
求
権
が
、
遺
言
に
よ
っ
て
発
生
さ
せ
ら
れ
た
も
の

か
、
そ
れ
以
外
の
、
か
っ
、
被
相
続
人
の
生
存
中
の
法
律
原
因
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
(
こ
れ
を
既
存
請
求
権
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
か

で
分
け
、
さ
ら
に
、
人
的
請
求
権
か
物
権
的
請
求
権
か
で
、
右
の
両
場
合
を
そ
れ
ぞ
れ
二
分
し
て
考
察
し
て
い
く
の
が
合
理
的
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

既
存
請
求
権
で
、
か
っ
、
債
権
的
請
求
権
で
あ
る
と
き
は
、
限
定
承
認
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
相
続
人
を
被
告
と
し
て
給
付
訴
訟
(
場
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合
に
よ
っ
て
は
確
認
訴
訟
)
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
続
人
に
勝
訴
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
彼
の
固
有
財
産
と
の
関
係
で
執
行
力
、

既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
遺
産
と
の
関
係
で
は
、
遺
言
執
行
者
が
管
理
権
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
管
理
権
の
及
ん
で
い

る
財
産
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
に
対
す
る
給
付
判
決
に
も
と
づ
き
強
制
執
行
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
遺
言
執
行
者
は

一
種
の
清
算
人
と
し
て
遺
産
債
務
を
弁
済
す
る
権
限
が
あ
り
、
ま
た
遺
産
に
対
し
て
義
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
(
義
務
負
担

権
能
)
を
も
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
全
遺
産
に
つ
き
管
理
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
原
則
的
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
遺
言

執
行
者
に
対
し
て
も
給
付
訴
訟
を
提
起
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
民
法
の
下
で
も
、
清
算
型
の
包
括
遺
贈
を
成
立
さ
せ
る
遺
言
が
あ
る

よ
う
な
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
は
遺
産
債
務
を
弁
済
す
る
権
限
を
も
っ
と
解
せ
ら
れ
る
(
文
献
⑫
一
一
九
頁
以
下
)
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
と

同
様
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
、
遺
産
全
体
に
つ
き
管
理
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
特
定
遺
贈
の
目
的
物

が
遺
産
中
に
存
在
し
な
い
場
合
、
他
か
ら
求
め
て
受
遺
者
に
贈
与
す
べ
き
も
の
と
す
る
遺
言
の
場
合
な
ど
で
は
、
遺
言
執
行
者
に
一
般
的
に

遺
産
債
務
を
弁
済
す
る
権
限
が
あ
る
か
は
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
有
力
説
匂
遺
産
債
権
者
に
遺
産
へ
の
強
制
執
行

を
保
証
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
別
段
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
、
遺
言
執
行
者
の
被
告
適
格
を
肯
定
し
て
い
る
。
遺
言

執
行
者
が
遺
産
全
体
に
つ
き
包
括
的
に
管
理
権
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
管
理
権
に
は
義
務
負
担
権
能
も
含
ま
れ
て
い
る
と
解
し
て
、
右
の

有
力
説
の
結
論
を
支
持
し
た
い
。
こ
れ
に
対
し
、
遺
言
執
行
者
が
遺
産
を
構
成
す
る
個
々
の
財
産
に
つ
い
て
の
み
管
理
権
を
有
す
る
場
合
に

ま
で
、
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
給
付
判
決
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
で
も
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
に
服

す
べ
き
財
産
に
対
し
て
一
般
の
遺
産
債
権
者
が
強
制
執
行
を
な
し
う
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
相
続
人
に
対
す
る
債
務

名
義
だ
け
で
足
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
の
執
行
忍
容
判
決
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
と
な
る
。
日
本
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
遺
言

執
行
者
の
承
諾
を
記
載
し
た
公
正
証
書
(
ド
民
訴
七
九
四
条
二
項
参
照
)
、
ま
た
は
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
確
認
判
決
(
遺
産
債
務
の
存
在
を

認
め
る
旨
の
判
決
)
が
、
相
続
人
に
対
す
る
給
付
判
決
の
ほ
か
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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な
お
、
限
定
承
認
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
既
存
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
が
受
遺
者
に
対
す
る
弁
済
に
優
先
す
る
か
ら
(
民
九
三
=
条
)
、

相
続
人
ま
た
は
相
続
財
産
管
理
人
(
同
九
三
六
条
一
項
)
の
管
理
清
算
が
先
行
し
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
処
分
権
は
、
限
定
承
認
の
清
算
手

続
が
終
了
す
る
ま
で
は
休
止
し
た
状
態
に
置
か
れ
る
(
文
献
⑧
二
ニ
五
頁
)
。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
の
管
理
処
分

権
が
休
止
中
で
も
、
相
続
人
は
遺
産
の
処
分
権
を
失
う
こ
と
に
変
り
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
(
文
献
⑧
二
ニ
五
頁
以
下
)
。
そ
こ
で
、
限
定

承
認
が
あ
っ
た
場
合
に
、
既
存
債
権
者
は
誰
れ
を
被
告
と
し
て
訴
訟
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
ま
た
問
題
と
な
る
。
遺
言
執
行
者
が
管

理
処
分
権
を
も
つ
こ
と
に
変
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
管
理
に
服
す
る
財
産
か
ら
弁
済
を
受
け
る
た
め
に
は
、
彼
の
同
意
な
い
し
は
彼
に

対
す
る
名
義
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
将
来
の
研
究
に
留
保
し
た
い
。

ニ
受
遺
者
の
債
権
的
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
遺
贈
の
履
行
を
請
求
す
る
場
合
と
、
遺
贈
に
よ
っ
て
取
得
し
た
債
権
を
行
使
す
る
場
合
と

を
分
け
て
考
察
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
債
務
の
履
行
は
、
当
該
受
遺
者
へ
の
遺
贈
の
履
行
(
遺
言

の
執
行
)
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
遺
贈
に
よ
っ
て
取
得
し
た
債
権
は
、
そ
の
債
務
者
自
身
に
対
し
て
行
使
す
べ
き
で
あ
り
、
遺
言
執
行
者
に

は
請
求
で
き
な
い
の
が
原
別
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
た
と
え
ば
、
定
期
的
に
一
定
額
の
金
銭
を
与
え
る
旨
の
遺
言
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
定

期
金
債
権
の
債
務
者
は
、
他
に
特
段
の
遺
言
等
が
な
い
限
り
、
相
続
人
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
各
期
の
支
分
権
の
履
行
請
求
は
相
続
人

に
対
し
て
な
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
遺
言
執
行
者
が
、
遺
言
の
他
の
条
項
に
つ
き
執
行
す
べ
き
事
項
が
残
っ
て
い
る
関
係
上
、
遺
産
全
体

に
つ
き
包
括
的
な
管
理
権
を
な
お
有
し
て
い
る
と
き
は
、
通
常
の
遺
産
債
務
(
既
存
請
求
権
)
の
場
合
と
同
様
に
、
遺
言
執
行
者
に
対
し
て

も
そ
の
債
務
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
彼
を
被
告
と
す
る
給
付
訴
訟
も
提
起
し
う
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
受
遺
者
が
遺
贈
を
理
由
に
そ
の
履
行
を
請
求
す
る
場
合
は
、
遺
言
執
行
者
を
相
手
方
と
し
て
請
求
す
べ
き
で
あ
り
、
遺
言

執
行
者
が
存
在
す
る
限
り
、
相
続
人
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
訂
r

相
続
人
が
遺
贈
義
務
者
で
あ
る
と
解
せ

ら
れ
る
が
、
義
務
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
当
然
に
そ
の
者
に
対
し
て
請
求
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
。
遺
言
執
行
者
が
あ
る
と
き
は
、
遺
言
の
執

論
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遺言執行者の訴訟追行権

行

l
遺
贈
義
務
の
履
行
は
全
面
的
に
遺
言
執
行
者
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
相
続
人
は
、
遺
産
の
処
分
そ
の
他
遺
言
の
執

行
を
妨
げ
る
べ
き
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
し
、
こ
の
禁
止
に
違
反
し
た
行
為
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
無
効
と
解
さ
れ
て
い
る
(
民

一
O
一
一
一
条
、
一

O
一
三
条
)
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
て
、
わ
が
民
法
は
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
、
遺
贈
義
務
は
、
も
っ
ぱ
ら
遺
言
執

行
者
を
通
じ
て
履
行
を
な
す
も
の
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
遺
言
執
行
者
を
遺
贈
義
務
者
と
解
す

る
立
場
で
は
、
彼
に
対
し
て
遺
贈
義
務
の
履
行
を
請
求
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
他
方
、
相
続
財
産
に
つ
き
処
分
権
を
も
た
な
い
相
続

人
に
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
(
文
献
⑧
一
二
三
頁
)
。
判
例
に
お
い
て
も
、
遺
贈
義
務
の
履
行
請
求
は
、

遺
言
執
行
者
に
対
し
て
な
す
こ
と
が
で
き
、
相
続
人
に
対
し
て
直
接
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
特
定
不
動
産
を
遺
贈

す
る
旨
の
遺
言
が
あ
っ
た
が
、
相
続
人
が
相
続
に
よ
る
所
有
権
取
得
登
記
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
受
遺
者
は
遺
言
執
行
者
に
対

し
て
移
転
登
記
請
求
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
前
「
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
や
相
続
人
か
ら
登
記
を
得
た
第
三

者
に
対
し
て
、
そ
の
登
記
の
抹
消
を
求
め
う
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
抹
消
を
え
た
上
で
、
受
遺
者
へ
所
有
権
移
転
登
記
を
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
受
遺
者
は
勝
訴
し
て
も
、
直
接
、
移
転
登
記
を
取
得
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

受
遺
者
は
、
債
権
者
代
位
権
に
も
と
づ
き
遺
言
執
行
者
に
代
位
し
て
、
相
続
人
等
に
対
し
て
そ
の
登
記
の
抹
消
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
代
位
訴
訟
を
、
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
請
求
訴
訟
に
併
合
し
て
提
起
す
れ
ば
、
一
個
の
訴
訟
で
一

挙
に
紛
争
を
全
面
的
に
解
決
で
き
る
と
説
く
学
説
が
あ
る
(
文
献
⑮
一
五
五
頁
)
。
し
か
し
、
債
権
者
代
位
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
債

務
者
が
自
己
の
権
利
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
遺
言
執
行
者
が
そ
の
権
限
の
行
使
を
常
に
怠
っ
て
い
る
と
い
え
る
か

は
疑
問
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
受
遺
者
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
物
権
に
も
と
づ
き
、
相
続
人
に
対

し
て
所
有
権
取
得
登
記
の
抹
消
を
訴
求
し
う
る
か
ら
、
遺
言
執
行
者
に
代
位
す
る
ま
で
も
な
く
、
相
続
人
を
共
同
被
告
と
す
る
抹
消
登
記
請

求
訴
訟
を
併
合
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
共
同
訴
訟
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
煩
雑
で
あ
る
し
、
そ
う
か
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と
い
っ
て
遺
言
執
行
者
の
み
を
被
告
と
し
た
の
で
は
、
中
途
半
端
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
登
記
が
相
続
人
の
も
と
に
あ
る
場
合
に
は
、
相
続
人

論

を
被
告
と
し
遺
言
執
行
者
を
そ
の
法
定
代
理
人
と
し
て
訴
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
相
続
人
を
被
告
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
本
来
な
ら
抹
消
を
し
た
上
で
、
移
転
登
記
を
す
べ
き
場
合
に
、
抹
消
に

代
え
て
直
接
の
移
転
登
記
を
認
め
る
見
解
に
立
つ
と
、
こ
の
場
合
に
も
、
相
続
人
に
対
し
直
接
、
移
転
登
記
を
求
め
う
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
受
遺
者
が
遺
贈
に
よ
っ
て
取
得
し
た
物
権
に
も
と
づ
く
物
上
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
受

遺
者
は
、
遺
贈
に
よ
る
物
権
の
取
得
に
つ
き
、
い
ま
だ
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
と
き
で
も
、
遺
言
執
行
者
や
相
続
人
に
対
し
て
は
そ

の
物
権
の
取
得
を
対
抗
し
う
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
民
法
一

O
一
三
条
に
違
反
し
て
相
続
人
が
、
遺
贈
の
目
的
物
を
第

三
者
に
処
分
し
て
も
、
そ
の
処
分
は
絶
対
的
に
無
効
で
あ
る
と
解
す
る
通
説
・
判
例
に
よ
る
と
き
は
、
相
続
人
か
ら
当
該
目
的
物
の
譲
渡
を

受
け
、
登
記
を
済
ま
せ
た
第
三
者
が
存
在
し
て
も
、
受
遺
者
は
そ
の
第
三
者
に
対
し
て
も
、
物
権
の
取
得
を
対
抗
し
う
る
も
の
と
解
さ
れ
る

(
文
献
⑧
二
六
七
頁
)
。
そ
し
て
、
受
遺
者
が
、
こ
の
よ
う
な
物
権
的
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
遺
贈
義
務
の
履
行

1
遺
言
の
執
行
を
求

め
る
も
の
で
は
な
く
、
遺
贈
に
よ
っ
て
取
得
し
た
権
利
を
行
使
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
遺
言
の
執
行
は
、
遺
言
執
行
者
が
あ
る
限

り
、
そ
の
遺
言
執
行
者
の
権
限
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
あ
る
こ
と
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
物
権
的
請
求
権
の
行
使
は
遺
言
の
執
行
を

求
め
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
常
に
遺
言
執
行
者
を
相
手
方
と
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
物
権
を
妨
害
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が

誰
で
あ
れ
、
そ
の
者
に
対
し
て
物
権
的
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
同
請
求
権
の
本
質
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
相
続
人
や
第
三
者
が
、

受
遺
者
の
物
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
直
接
、
物
権
的
請
求
権
が
発
生
し
、
か
っ
、
行
使
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
物
権
的
請
求
権
が
発
生
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
帰
す

る
。
判
例
は
、
|
|
主
張
さ
れ
て
い
る
受
遺
者
の
権
利
を
物
権
的
請
求
権
と
は
っ
き
り
認
定
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
|
|
相
続
人
が
相
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続
に
よ
る
所
有
権
取
得
登
記
を
な
し
登
記
名
義
人
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
直
接
そ
の
相
続
人
に
対
し
そ
の
取
得
登
記
の
抹
消
請
求
を
な

し
う
る
が
、
受
遺
者
自
身
へ
の
移
転
登
記
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
ま
た
相
続
人
か
ら
第
三
者
へ
登
記
が
移
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
の
第
三
者
に
対
し
て
抹
消
登
記
の
請
求
訴
訟
や
、
取
得
し
た
抵
当
権
に
も
と
づ
く
競
売
の
不
許
を
求
め
る
第
三
者
異
議
訴
訟
や
、

目
的
物
に
対
す
る
仮
処
分
訴
訟
を
な
し
う
る
と
し
て
い
る
。

問
題
は
、
相
続
人
が
登
記
名
義
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
受
遺
者
は
単
な
る
抹
消
請
求
で
は
な
く
、
自
分
名
義
へ
の
移
転
登
記
を
請
求
し

え
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
相
続
人
が
遺
贈
の
目
的
物
を
直
接
占
有
し
て
い
る
場
合
に
、
受
遺
者
へ
の
引
渡
し
を
請
求
し
え
な
い
か
と
い

う
の
も
同
種
の
問
題
で
あ
る
。
思
う
に
、
抹
消
登
記
請
求
に
代
る
移
転
登
記
請
求
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
が
、
か
り
に
そ
の
点
は
肯
定
説
に
立
つ
と
し
て
も
、
受
遺
者
に
移
転
登
記
請
求
を
認
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
単

そ
の
請
求
が
認
容
さ
れ
て
も
、
登
記
が
被
相
続
人
の
名
義
に
戻
る
の
み
で
あ
り
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
権
を

な
る
抹
消
請
求
の
場
合
に
は
、

遺言執行者の訴訟追行権

侵
害
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
も
し
移
転
登
記
請
求
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
登
記
名
義
が
受
遺
者
に
直
接
移
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
に

な
り
、
遺
言
執
行
者
が
当
該
遺
贈
を
無
効
と
み
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
権
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

受
遺
者
と
相
続
人
と
の
聞
の
訴
訟
に
お
け
る
判
決
に
、
遺
言
執
行
者
が
拘
束
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
か
ら
、
そ
の
訴
訟
の
結
果
を
事
後
に
争

う
こ
と
は
で
き
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
権
を
何
ら
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
相

続
人
は
移
転
登
記
請
求
訴
訟
に
つ
き
被
告
適
格
を
有
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
も
し
相
続
人
に
そ
の
訴
訟
の
被

告
適
格
を
認
め
る
と
、
後
に
遺
言
執
行
者
と
受
遺
者
と
の
聞
で
再
度
訴
訟
が
な
さ
れ
、
前
訴
と
異
な
る
内
容
の
判
決
が
下
さ
れ
る
と
、
相
続

人
に
お
い
て
、
既
判
力
の
抵
触
が
生
じ
る
と
い
う
不
都
合
の
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
問
題
と
な
っ
て
い

る
登
記
や
占
有
に
つ
い
て
の
遺
言
執
行
者
の
管
理
権
が
、
も
っ
ぱ
ら
当
該
受
遺
者
へ
の
遺
贈
義
務
の
履
行
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
受
遺
者
と
相
続
人
全
員
と
の
間
で
そ
の
帰
属
が
決
ま
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
と
し
て
そ
れ
に
異
議
を
さ
し
は
さ
む
必
要
は
な
い
か
ら
、
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説

こ
の
場
合
に
は
、
相
続
人
に
被
告
適
格
を
肯
定
す
る
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
相
続
人
か
ら
第
三
者
が
登
記
や
占
有
を
取
得
し
た
場
合
、
こ
の
第
三
者
に
対
し
て
は
、
受
遺
者
は
物
権
的
請
求
権
の
行
使
と
し
て
、

登
記
の
移
転
や
占
有
の
引
渡
し
を
請
求
し
う
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
そ
れ
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
な
理
由
が
な

論

い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
遺
言
以
外
の
事
由
を
原
因
と
し
て
、
被
相
続
人
の
生
前
か
ら
物
権
を
取
得
し
て
い
た
既
存
請
求
権
者
が
、
そ
の
物
権
的
請
求

権
を
行
使
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
受
遺
者
の
物
権
的
請
求
権
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
考
え

る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
問
題
の
登
記
や
占
有
に
つ
き
遺
言
執
行
者
が
管
理
権
を
も
っ
と
は
限
ら
な
い
こ
と
や
、
登
記
や
占
有
を
先

に
取
得
し
た
者
の
方
が
対
抗
要
件
を
先
に
具
備
し
た
者
と
し
て
優
先
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
多
い
点
な
ど
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ

四
う

以
上
で
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
紙
数
の
制
約
の
た
め
、
叙
述
を
圧
縮
し
、
ま
た
注
を
大
巾
に
減
ら
し
た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、

難
解
な
論
稿
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
て
い
る
。
不
十
分
な
点
は
、
ま
た
機
会
を
み
て
補
訂
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(
1
)
こ
の
二
つ
の
他
に
、
遺
産
の
保
存
、
管
理
や
遺
言
の
執
行
等
に
要
す
る
費
用
な
ど
、
被
相
続
人
死
亡
後
の
事
由
に
よ
っ
て
生
じ
る
債
務
も
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
は
割
愛
す
る
。

(
2
)
同
旨
、
大
判
昭
和
一
四
・
六
・
二
ニ
新
聞
四
四
五
二
号
一
二
頁
。
な
お
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
適
用
範
囲
を
広
く
解
す
る
見
解
か
ら
は
、

遺
一
言
執
行
者
が
遺
産
に
つ
き
管
理
権
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
相
続
人
だ
け
を
相
手
方
と
す
る
訴
訟
は
許
さ
れ
ず
、
遺
言
執
行
者
と
の
共
同
訴
訟

が
要
求
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

(
3
)
義
務
負
担
権
能
(
〈
巾
弓
邑
n
E
Z
D
m
m
B白
nZ)
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
特
定
物
引
渡
請
求
訴
訟
の
被
告
適
格
」
関
法
一
四
巻
二
号
一
六
七
頁
以

下
参
照
。
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遺言執行者の訴訟追行権

(
4
)
中
川
善
之
助
編
・
註
釈
相
続
法
下
巻
(
昭
三

O
)
〔
山
木
戸
〕
一
五
九
頁
、
文
献
@
二
五
六
頁
な
ど
参
照
。

(
5
)
同
旨
、
大
判
昭
和
一
一
・
六
・
九
民
集
一
五
巻
一

O
二
九
頁
、
同
昭
和
二
了
六
・
七
判
決
全
集
四
輯
一
一
号
一
四
頁
。

(
6
)
前
掲
昭
和
一
一
年
と
同
一
一
一
年
の
大
判
は
、
遺
言
の
執
行
が
終
っ
て
い
る
以
上
、
遺
言
執
行
者
に
は
、
絶
対
に
請
求
で
き
な
い
と
解
し
て
る
よ

う
に
み
え
る
が
|
|
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
傍
論
で
あ
る
が

l
l
l
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
な
例
外
は
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(7)
中
川
善
之
助
・
相
続
法
(
法
律
学
全
集
)
三
九
七
頁
。

(
8
)
東
京
地
判
昭
和
八
・
七
・
一
七
新
聞
三
五
八
九
号
一
七
頁
、
評
論
二
二
巻
民
法
九

O
三
頁
参
照
。

(9)
不
動
産
が
遺
贈
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
受
益
者
か
ら
の
移
転
登
記
請
求
に
つ
き
、
最
判
昭
和
四
三
・
五
・
三
一
民
集
二
二
巻
五
号
一
一
三
七
頁
、

前
掲
東
京
地
判
昭
和
八
・
七
・
一
七
、
大
阪
高
判
昭
和
三
七
・
四
・
三

O
下
民
集
一
三
巻
四
号
九
二
八
頁
、
遺
贈
金
の
請
求
に
つ
き
、
東
京
控
判

明
治
三
六
・
二
・
一
四
新
聞
一
一
一
九
号
一

O
九
頁
。
な
お
、
大
判
昭
和
一
五
・
二
・
一
三
判
決
全
集
七
輯
一
六
号
四
頁
、
評
論
二
九
巻
民
法
六

O

六
頁
は
、
受
遺
者
か
ら
の
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
を
、
遺
贈
に
よ
り
移
転
し
た
不
動
産
所
有
権
に
も
と
づ
く
物
上
請
求
権
と
解
し
な
が
ら
、
遺

言
の
執
行
を
求
め
る
訴
で
あ
る
か
ら
、
遺
与
一
一
口
執
行
者
の
み
を
被
告
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
相
続
人
を
共
同
被
告
と
な
す
べ
き
で
は
な
い

と
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
事
件
の
場
合
に
は
、
す
で
に
相
続
人
が
相
続
に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
を
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

(
叩
)
前
注
の
四
つ
の
判
決
は
、
い
ず
れ
も
相
続
人
が
相
続
登
記
を
了
し
て
い
た
事
案
で
あ
る
。

(
日
)
般
越
隆
司
「
判
批
」
民
商
六

O
巻
一
号
一
三
九
頁
。
な
お
、
遺
言
執
行
者
が
管
理
な
い
し
占
有
し
て
い
る
遺
産
の
目
的
物
に
つ
い
て
も
、
相
続

人
が
相
続
を
承
認
し
て
い
る
限
り
、
相
続
人
を
被
告
と
し
て
引
渡
請
求
訴
訟
な
ど
を
提
起
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
(
五
十
部
豊
久
「
判
研
」

法
協
八
六
巻
七
号
八
三
三
頁
)
。
こ
の
説
で
は
、
被
相
続
人
名
義
で
登
記
の
あ
る
と
き
で
も
、
相
続
人
を
被
告
と
し
て
訴
え
う
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
ロ
)
大
判
大
正
八
・
九
・
一
民
録
二
五
輯
一
五
五
三
頁
、
最
判
昭
和
三

0
・
七
・
五
民
集
九
巻
九
号
一

O
O二
頁
、
同
昭
和
三
四
・
二
・
二
一
民
集

一
三
巻
二
号
九
一
頁
な
ど
。
た
だ
し
、
学
説
で
は
、
物
権
変
動
の
過
程
を
如
実
に
反
映
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
か
か
る
便
宜
的
な

取
扱
い
を
否
定
す
る
も
の
が
多
い
(
た
と
え
ば
、
我
妻
栄
l
有
泉
享
・
新
訂
物
権
法
一
四
四
頁
)
。

(
日
)
千
葉
地
判
昭
和
三
六
・

=
7
ニ
七
判
タ
二
二

O
号
一

O
九
頁
。

(
H
)
注

(
9
)
の
四
つ
の
判
例
参
照
。

(
日
)
大
判
昭
和
五
・
六
・
二
ハ
民
集
九
巻
五
五

O
頁
、
前
掲
大
阪
高
判
昭
和
三
七
・
四
・
三

O
。
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説論

(
日
)
最
判
昭
和
六
二
・
四
・
二
三
民
集
四
一
巻
三
号
四
七
四
頁
。

(
口
)
最
判
昭
和
三

0
・
五
・
一

O
民
集
九
巻
六
号
六
五
七
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
件
で
は
、
包
括
遺
贈
と
相
続
人
廃
除
と
だ
け
を
内
容
と
す
る
遺

言
で
あ
っ
た
か
ら
、
遺
言
執
行
者
は
遺
産
に
つ
き
全
く
管
理
権
を
有
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
受
遺
者
が
自
ら
仮
処
分
を
申
請
す
る
他
な
い
事
案
で

あ
っ
た
。
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