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ー
ー
実
態
調
査
と
検
討

1

1

宮

ー'
f
tノ

澄

は

し

が

き

一

問

題

の

所

在

二
新
民
法
と
農
家
棺
統

一
二
農
家
の
相
続
意
識

同
『
均
分
相
続
』
制
と
相
続
揚
棄

仙
相
続
撤
棄
の
意
味
す
る
も
の

倒
独
立
資
金
の
分
与

同
嫁
入
財
産
の
分
与

同
独
立
資
金
・
嫁
入
財
産
の
分
与
と
相
続
拙
棄
と
の
内
的
関
連
性

む

す

び

は

し

ヵ:

き

わ
た
く
し
は
一
九
五
五
年
戸
昭
和
三

O
年
)
か
ら
引
き
つ
づ
き
長
・
山
・
漁
村
で
実
態
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
実
態
調
査
は
主

農

家

の

相

続

形

態

七
七
五



農

家

の

相

続

形

態

七
七
六

と
し
て
い
紛
ら
し
い
民
法
と
そ
の
精
神
と
が
、

そ
う
し
た
場
所
で
の
民
家
の
生
情
と
意
識
と
の
な
か
に
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
ど
の
程

度
ま
で
惨
透
し
て
い
る
か
を
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
い
う
考
え
の
も
と
に
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
つ
ぎ
の
よ
う

な
問
題
に
つ
い
て
の
足
が
か
り
を
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ど
う
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
新
ら
し
い
民
法
と
そ
の
一
精
神
と
が
診
透
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
ど
う
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
民
衆
の
生
情
と
意
識
か
ら
、
は
げ
し
い
抵
抗
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ

し
て
、
こ
の
両
者
の
相
互
関
係
は
ど
う
で
あ
る
か
等
々
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
民
衆
の
生
活
と
意
識
と
は
、
ま
っ
す
ぐ
な
道
を
た
ど

っ
て
成
長
す
る
も
の
で
は
な
い

Q

そ
れ
は
い
わ
ば
ジ
ク
ザ
ク
の
遣
を
た
ど
り
、
は
じ
め
て
現
行
の
法
倖
制
度
そ
の
も
の
に
し
め
さ
れ
て
い

る
内
容
を
、
生
活
そ
の
も
の
の
な
か
に
順
応
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
生
活
休
験
は
、
と
れ
ま
で
の
注
律
制
度
の

も
つ
意
味
・
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
と
意
識
を
変
化
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
い
ま

こ
こ
で
わ
た
く
し
い
か
と
り
く
ん
で
い
る
論
題
は
、
こ
う
し
た
企
図
の
も
と
で
計
画
さ
れ
た
実
態
調
査
の
成
果
の
な
か
で
、

一
つ
の
問
題
だ

け
を
わ
た
く
し
な
り
に
整
理
し
て
み
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

も
と
も
と
こ
の
実
態
調
査
の
特
徴
は
、
わ
た
く
し
の
担
当
し
て
い
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
(
宮
川
澄
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
)

の
学
生
諸
君
が
、
教
室
で
理

解
し
え
た
問
題
を
実
際
に
あ
て
は
め
て
検
討
し
て
、
じ
ぷ
ん
た
ち
の
理
解
を
検
証
し
て
み
よ
う
と
す
ろ
こ
と
か
ら
、
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
新
ら
し
い
年
度
毎
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
学
生
諸
君
に
引
き
つ
が
れ
、
全
体
と
し
て
『
察
族
制

度
の
実
態
研
究
』
と
い
う
広
い
視
野
か
ら
の
テ
!
?
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
交
は
い
わ
ば
そ
の
た
め
に
な
さ
れ
売
実
態
調
査
の

副
産
物
と
も
い
え
る
だ
る
う
。
胃
も
ち
ろ
ん
こ
の
論
文
自
体
は
、
わ
た
く
し
が
学
生
諸
君
と
と
も
に
参
加
し
、
調
査
し
、
検
討
し
た
も
の
を
、

わ
た
く
し
の
責
任
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
学
生
諸
君
の
手
に
な
る
そ
れ
ぞ
れ

わ
た
く
し
自
身
の
輿
味
を
も
っ
問
題
点
に
限
定
し
て
、

の
調
査
結
果
は
、
立
教
大
学
の
秩
約
一
玄
教
祭
に
ス
ラ
イ
ド
や
8
ミ
リ
駅
西
の
形
式
を
と
っ
て
参
加
し
、
そ
の
つ
ど
メ
ン
フ
レ

γ
ト
を
刊
行



し
、
調
査
結
果
の
一
報
告
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。

『
売
春
』

(
一
九
五
五
年
一

O
月
)
、
『
結
婚
』

ハ
一
九
五
六
年
一

O
月)、

『
男
女
同
権
』

(
一
九
五
七
年
一

O
刀
〉
、
『
あ
る
漁
村
の
記
軒

l
i漁
村
の
民
主
化
は
進
ん
で
い
る
か

i
i』
(
一
九
五
八
年
一

O
月)、

『
作
谷
沢

i
l家
族
制
度

は
い
か
に
解
体
し
て

ν
る
か
!
!
l
』

(
一
九
五
七
年
一

O
月
)
は
い
づ
れ
も
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
論
交
を
全
と
め
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の

夏
の
目
ざ
か
り
に
汗
を
読
し
な
が
ら
部
薪
か
ら
部
落
へ
と
歩
き
ま
わ
っ
た
こ
と
。
ま
た
夜
は
調
査
資
料
を
も
ち
ょ
っ
て
共
同
討
論
を
な
し

た
こ
と
。
そ
の
と
き
の
苦
し
か
っ
た
こ
と
、
楽
し
か
っ
た
こ
と
。
そ
れ
ら
は
い
ま
で
は
古
れ
難
い
思
い
出
し
ι
な
っ
て
い
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

を
巣
立
ち
、

い
ま
で
は
立
派
な
社
会
人
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
部
門
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
学
生
諸
宗
の
姿
が
、
眼
に
浮
ん
で
く
ろ
よ

ろ
で
あ
る
。

問

題

の

所

在

さ
て
、
と
の
論
文
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
に
上
り
も
、
こ
ん
に
ち
の
白
木
資
本
主
義
の
発
展

が
、
こ
れ
ま
で
の
人
々
の
計
会
関
係
に
い
ち
ぢ
る
し
い
変
化
を
あ
た
え
た
こ
と
。
し
た
が
っ
て
農
村
た
お
い
て
も
、
け
っ
し
て
そ
の
例
外

で
仕
あ
り
え
な
い
こ
と
。
こ
う
い
う
一
般
的
命
題
を
前
提
と
し
て
、
日
本
の
農
家
経
営
に
は
い
φ

り
ぢ
る
し
い
魚
速
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

と
れ
は
日
木
の
農
業
経
営
巴
資
本
主
義
的
諸
関
係
|
|
資
木
主
義
的
農
業
生
産
・
小
商
品
年
産
!
ー
が
多
か
れ
す
く
な
か
れ
も
ち
こ
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

Q

だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
お
く
れ
た
か
た
ち
で
の
、
同
給
自
足
的
た
農
業
生
産
関
係
は
く
ず
れ
き
り
、
全
た

く
ず
れ
ざ
る
を
え
な
い
宿
命
を
お
わ
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
い
う
零
態
の
も
し
し
で
、

い
っ
た
い
農
家
相
続
は
ど
う
な
っ
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
『
家
産
』
の
承
継
は
ど
う
い
う
形
態
を
と
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
農
業
生
産
の
物
質
附
基

開
を
な
し
て
い
る
土
地
や
そ
の
他
の
牛
十
淫
要
共
の
相
続
形
態
か
、
こ
ん
に
ち
の
こ
の
農
家
経
営
の
お
か
れ
て
い
る
条
件
の
も
と
で
、
現
実

農

家

の

相

続

形

影

七
七
七



農

家

の

泊

続

形

態

七
七
入

に
ど
心
よ
う
に
変
化
し
、
変
化
す
る
か
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
は
と
う
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新

し
い
民
法
(
相
続
法
〉

の
と
る
均
分
相
続
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
導
く
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
そ
う
し
た
視
角
か

ら
い
わ
ば
農
業
生
産
の
近
代
化

1
1資
本
主
義
的
生
産
・
小
商
品
生
産
の
惨
透

!
iが、
『
家
産
』
分
割
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
に
作
用

し
、
そ
れ
を
方
向
づ
け
る
か
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
新
ら
し
い
ロ
司
法
(
相
続
法
)

は
い
う
ま
で
も
な
く
市
民
法
が
財
産
関
係

r
h

つ
い
て
要
求
し
て
い
る
原
理
的
要
求
そ
の
も
の
と
、
ま
っ
た
く
同
一
の
原
理
的
要
求
を
、
相
続
関
係
に
も
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

だ
か
ら
相
続
制
度
は
個
人
法
的
に
構
成
さ
れ
、
独
立
の
主
休
と
し
て
の
家
族
員
(
市
民
)

か
ら
構
成
ぎ
れ
た
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い

る
。
相
続
関
係
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
遺
産
の
帰
属
・
分
配
関
係
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
『
均
分
相
続
』
制
は
と
う
然

の
こ
と
と
し
て
創
出
き
れ
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
現
行
の
法
律
制
度
の
と
っ
て
い
る
『
家
産
』
分
割
に
つ
い
て
の
均
分
制
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
規
制
的
作
用
を
お
よ
ぽ

さ
れ
る
農
家
経
営
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
る
『
家
産
』
的
意
識
と
の
矛
膚
が
、
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
解
決
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
理
解
し
た
い
と
考
え
る
。

一
般
論
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
事
実
関
係
と
法
律
関
係
の
結
節
点
は
、

い
う
空
で
も
な
く
家
族
共
同
体
と
し
て
の
農
家
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
で
は
こ
れ
ま
で
半
封
建
的
家
父
長
制
に
よ
る
『
家
』
と
し

て
存
在
し
て
き
た
家
族
共
同
体
は
、
事
実
の
面
か
ら
も
、
世
律
の
固
か
ら
も
、
二
重
の
意
味
で
解
体
を
強
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
待
木

主
義
の
発
展
と
い
う
現
実
の
諸
関
係
が
、
と
れ
ま
で
の
同
族
的
結
合
の
紐
帯
と
し
て
の
『
家
』
そ
の
も
の
の
存
立
基
慢
を
、
喪
失
さ
せ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
法
的
な
相
続
制
を
論
理
的
に
成
立
き
せ
る
基
盤
と
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
新
し
い
民
法
は
『
家
』
制
度
を
法

律
制
庄
の
う
え
で
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
農
家
が
も
ち
つ
づ
け
て
き
た
『
家
』
的
観
念
形
態
を
、

い
っ
ぺ
ん
に
と
き
は
な
す
こ

と
は
、

『
家
』
制
度
を
法
律
制
度
と
し
て
廃
止
し
た
、
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

ふ
る
い
『
家
』
制
度
的
た
観
念
形
態
ば
、



こ
ん
に
ち
で
も
農
家
に
根
づ
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
。
で
は
こ
の
矛
盾
は
ど
う
解
決
さ
れ
る
の
か
。
き
ら
に
『
家
』
意
識
を
農
家
に
残
す
も

の
と
し
て
、
扶
養
関
係
に
よ
る
同
族
結
合
が
あ
る
。
資
本
主
義
的
収
奪
の
強
化
は
農
家
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
立
で
の
よ
う

に
強
固
な
扶
養
関
係
は
と
き
ほ
ぐ
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
員
は
、
次
第
に
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
は
な
さ
ら
て
し
ま
う
。
し
か
し
生
活
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
し
て
最
法
的
に
ぽ
『
家
』
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
二
・
三
男
が
農
業
経
営
と
し
て
独
立
す
る
に
は
、
零
細
な
長
村
で

は
収
容
で
き
な
い
し
、
ま
た
長
村
で
の
労
働
市
場
も
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
農
家
相
続
に
と
っ
て
、
切
実
な
要
求
と
し

て
二
・
三
男
に
支
持
さ
れ
る
は
づ
の
『
均
分
相
続
』
制
が
、

こ
の
扶
養
関
係
を
基
盤
、
と
す
る

『
家
産
』

の
維
持
が
目
当
化
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
実
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
わ
た
く
し
が
一
九
五
九
年
(
昭
和
三
十
四
年
〉
八
月
に
実
態
調
査
し
た
山

形
県
東
村
山
郡
山
辺
町
作
谷
沢
の
実
何
で
も
、
農
業
経
営
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
二
・
一
二
男
が
え
た
収
入
の
多
く
を
家
計
補
助
費
と
し

て
、
家
族
共
同
体
の
収
入
の
中
に
混
入
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
も
理
解
で
き
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
失
業
や
疾
病
の
と
き
に

は
親
や
長
兄
の
世
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
生
活
上
の
不
安
か
ら
で
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
扶
養
共
同
体

と
し
て
の
『
家
』
意
識
が
み
う
け
ら
れ
る
。
だ
か
ら
二
・
三
男
は
い
つ
ま
で
も
紐
っ
き
労
働
者
と
し
て
、
工
場
や
商
屈
に
出
稼
ぎ
に
い
く

程
度
で
、
家
族
共
同
体
か
ら
の
完
全
な
独
立
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
最
家
の
相
続
形
態
を
問
題
と
す
る
ば
あ
い
の
基
礎
と
し
て
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
以
上
に
と
ど
ま

ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
態
調
査
に
よ
っ
て
え
た
資
料
を
も
と
と
し
て
、
農
家
の
栢
続
形
態
の
考
察
と
検
討
を
な
そ
う
。

新
民
法
と
農
家
相
続

新
民
法
は
一
九
四
八
年
ハ
昭
和
三
三
年
)

一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
前
年
四
月
に
は
『
日
本
国
憲
法
の
撮
行
に
伴
う
民
法
の

農

家

の

格

統

形

態

七
七
九



農
家
の
桶
阿
続
形
態

七
八
O

応
急
措
置
に
関
す
る
法
律
』

(
昭
和
二
二
年
法
律
七
四
号
)

が
制
定
さ
れ
、
新
民
法
施
行
ま
で
の
経
過
誌
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
こ
の
い

わ
ゆ
る
『
民
法
応
急
措
置
法
』
に
よ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
(
一
二
条
・
ニ
同
条
)
は
、
す
で
に
家
族
関
係
に
実
現
さ
れ
、

『
家
』
制
度

は
廃
止
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
相
続
に
つ
い
て
も
『
均
分
相
続
』
制
が
と
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
か
ら
農
家
の
相
続
形
態

と
し
て
『
均
分
相
続
』
制
が
す
く
な
く
と
も
法
律
制
度
と
し
て
は
要
求
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
農
家
の
相
続
形
態
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

よ
う
な
『
単
独
相
続
』
制
の
維
持
と
い
う
要
求
が
、
総
じ
て
政
治
的
志
味
を
も
っ
て
、
主
張
さ
れ
て
き
た
。
と
れ
は
均
分
相
続

ljv農
地
の

零
細
化
1
1
V

『
家
』
(
生
活
)
の
破
壊
と
い
う
会
式
的
・
図
式
的
な
世
論
理
に
支
え
ら
れ
て
主
張
さ
れ
、
な
お
多
く
の
農
民
の
一
般
的
任
感

情
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
と
い
う
現
象
を
と
も
な
っ
て
い
る
。

『
農
家
相
続
』
に
つ
い
て
の
特
例
合
認
め
よ
う
と
す
る
鈴
一
開
会
(
昭

和
二
二
年
)

と
第
五
国
会
の
政
府
提
案
『
由
民
地
宋
資
産
相
続
特
例
法
案
』
が
提
出
さ
れ
た
事
由
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
提
索
の
根
拠
は
、

農
業
生
産
の
主
要
な
生
産
手
段
で
あ
る
農
地
に
つ
い
て
、
も
し
も
『
均
分
相
続
』
制
を
と
る
な
ら
ば
、

日
本
の
農
地
の
零
細
化
を
き
た
し
、

日
本
の
農
業
経
営
拡
破
壊
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
特
例
法
を
制
{
一
止
し
、
例
外
的
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
主
張

l
lこ
れ
ぽ

農
村
の
上
層
に
よ
っ
て
、
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
ー
な
の
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
た
い
し
て
批
判
を
く
わ
え
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
単
独
相
続
制
が
、
円
本
の
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も

と
で
、
ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
成
し
て
レ
た
か
を
理
解
し
て
お
こ
う
。
ご
く
簡
単
な
要
約
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
。
い
う
ま
で
も
な

く
『
単
独
相
続
』
制
は
、

『
家
』
の
維
持
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

『
家
』
の
維
持
は
、
農
業
生
産
の
維
持

lJV家
計
の
維
持
と
い
う
意
味

を
も
ち
、
そ
う
い
う
必
要
性
か
ら
う
ま
れ
て
く
る
。
そ
と
か
ら
牛
計
の
単
位
と
し
て
の
家
族
共
同
体
の
粧
持
、

つ
ま
り
家
族
構
成
員
相
互

の
扶
養
関
係
が
展
開
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
『
家
』
は
扶
養
共
同
体
の
別
称
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
の
単
独
相
続
は
、
い
わ
ば
そ
の
責
任

者
の
決
{
一
止
と
い
う
意
味
で
、
農
民
的
相
続
形
態
を
な
し
て
い
る
と
鼠
わ
れ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
『
家
』
の
も
つ
意
味
で
あ
る
。

『中部払』の



も
つ
第
二
の
意
味
は
、

『
家
名
』
の
維
持
、

つ
ま
り
村
落
共
同
休
に
お
け
る
身
分
階
層
秩
序
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
『
家
柄
」
の
枯

持
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
経
済
的
基
礎
を
な
す
『
家
』
の
財
産
の
維
持
が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
家
浸
の
承
継
は
祖
先
祭

記
と
結
び
つ
い
て
、
家
督
相
続
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
主
的
相
続
形
態
で
あ
る
。
そ

L
て
第
一
と
第
二
の
意
味
は
観

念
的
に
結
び
つ
い
て
、

『
家
』
の
維
持
と
い
う
よ
う
に
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
実
態
調
査
の
質
問
に
答
え

て、

『
均
分
相
続
』
制
に
つ
い
て
家
計
の
困
難
と
い
う
理
由
で
、
否
定
的
な
解
答
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
は
上
層
農
家
を
除
外
し
て
、

観
念
的
な
『
家
』
(
第
二
の
意
味
)
が
失
わ
れ
、
現
実
生
活
に
よ
っ
て
実
際
的
な
意
味
が
強
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
前
記
の
第
一
国
会
案
の
特
徴
は
、
『
遺
産
の
分
割
に
因
る
員
業
資
琵
の
細
分
化
を
防
止
し
、
農
薬
経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
』

由
民
業
資
産
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
均
分
相
読
の
原
則
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
ぞ
れ
は
不
分
割
桐
続
を
特
定
の
相
続
人
に

認
め
、
農
業
資
産
(
一
反
歩
以
上
の
面
積
の
土
地
に
於
て
耕
作
の
業
務
を
営
む
者
が
有
し
、
農
業
そ
の
他
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
の
所
有
権
、
地
上
権
、

永
小
作
権
又
は
賃
借
権
)

を
、
農
業
経
営
を
承
継
す
る
単
独
相
続
人
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
相
続
人
が
数
人
あ
れ
ば
、
被
相
続

人
の
指
定
ま
た
は
共
同
相
続
人
の
選
定
し
た
者
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
忙
な
る
。
こ
の
第
一
国
会
案
は
、
『
当
時
の
経
常
状
態
が
不
安
定
』

で
あ
っ
た
こ
と
と
、

『
憲
法
違
反
の
疑
い
茄
あ
る
』
と
い
う
事
由
で
審
議
未
了
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
一
九
四
九
年
(
昭
和
二
四
年
)
の
第

五
国
会
に
、
あ
ら
た
め
て
『
民
法
上
の
原
則
を
椎
持
し
つ
つ
、
し
か
も
農
業
経
済
の
安
定
を
は
か
ろ
う
』
と
し
て
、
農
業
資
商
に
関
す
る

一
子
相
続
制
度
に
関
す
る
法
律
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
第
五
国
会
案
で
あ
る
。
そ
の
提
案
理
由
は
『
我
国
の
農
業
は
、
そ
の
経
営
規

模
が
極
め
て
零
細
な
た
め
、
員
業
生
産
力
の
発
展
を
図
る
上
に
於
て
大
い
に
難
点
を
な
し
て
い
る
。
従
っ
て
経
営
規
模
が
現
状
以
上
に
更

に
零
細
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

可
能
な
限
り
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
は
極
め
て
大
切
で
あ
る
。
と
の

に
関
連
し
、

一
昨
年
新

憲
法
の
施
行
に
伴
い
馬
法
が
改
正
せ
ら
れ
て
家
替
相
続
が
蕗
止
さ
れ
均
分
相
続
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
を
そ

農

家

の

相

続

形

態

七
入



農

家

の

相

続

形

態

七
八

の
ま
ま
農
地
そ
の
他
の
長
菜
、
資
産
の
相
続
に
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
と
、
さ
な
き
だ
に
過
少
な
農
家
の
長
地
等
は
更
に
細
分
化
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
従
っ
て
新
憲
法
の
精
神
と
民
法
の
制
度
に
即
応
し
つ
つ
相
続
に
起
因
す
る
農
業
資
産
の
細
分
化
を
防
止
し
て
、
農
業
経
営

の
安
定
を
図
る
べ
き
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
』

(
昭
和
二
四
年
五
月
七
日
第
主
国
会
提
案
理
由
説
明
)

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第

瓦
国
会
実
も
け
っ
き
ょ
く
長
業
資
産
相
続
人
以
外
の
共
同
相
続
人
に
も
、
相
続
財
産
を
間
前
的
に
均
分
す
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、

『
町
民
法
に
よ
る
自
己
の
相
続
分
に
応
じ
て
算
定
し
て
得
た
額
の
範
囲
内
』
で
補
償
を
請
求
で
き
る
こ
と
と
し
、
し
か
も
そ
レ
'

の
具
体
的
な
決
定
に
つ
い
て
は
、

『
農
業
資
産
相
続
人
の
由
民
業
経
営
の
安
定
を
害
し
な
い
よ
う
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
規
定
L

て
い
る
。
そ
の
た
め
民
法
の
規
定
し
て
い
る
相
続
分
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
第
一
四
条
一
項
の
規
定

す
る
『
法
の
前
の
平
等
の
原
則
』
と
、
第
二
四
条
二
項
の
規
定
す
る
相
続
に
つ
い
て
の
『
両
性
の
平
等
の
原
則
』
に
違
反
す
る
だ
ろ
ゲ
。

乙
う
い
う
事
由
か
ら
反
対
さ
れ
た
。
し
か
し
乙
の
よ
う
な
長
地
相
続
に
つ
い
て
の
特
例
法
を
立
法
化
す
る
こ
と
は
、
家
替
相
続
の
温
存
と
な

り
、
家
究
長
制
家
制
度
を
残
す
こ
と
と
も
な
る
。
こ
う
し
て
農
村
民
主
化
の
障
害
と
な
る
と
し
て
、
つ
い
に
そ
の
具
体
的
立
法
化
に
つ
い

て
は
、
後
日
の
調
査
と
研
究
に
ま
つ
こ
と
と
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
第
五
国
会
案
と
第
一
国
会
案
と
の
あ
い
だ
に
は
、
か
な
り
の
点
で
相
違

が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
第
一
国
会
案
は
、
由
民
業
資
産
に
つ
い
て
一
反
歩
以
上
の
長
地
を
対
象
と
し
て
い
る
(
二
条
)
O
L
か
し
第
五
国
会
案

は
こ
反
歩
以
上
の
農
地
を
対
象
と
な
し
て
い
る
(
二
条
)
。
第
二
に
第
一
国
会
案
で
は
員
業
資
産
相
続
人
の
特
別
相
続
分
と
し
て
、
資
産
め

二
分
の
一
を
あ
げ
て
い
る
こ

O
条
)
。
こ
れ
に
反
し
第
五
国
会
案
は
相
続
財
産
中
農
業
資
産
の
し
め
る
割
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
し

℃
い
る
(
丸
条
)
。
だ
が
両
案
と
も
『
長
家
相
続
』
の
特
例
を
制
度
化
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
る
点
は
、
い
や
つ
れ
も
同
一
で
あ
っ
た
。

(
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藤
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松
村
勝
治
郎

農
地
相
続
に
つ
い
て

農
業
法
研
究
創
刊
号
(
農
業
法
学
会

一
九
五
入
年
九
月
)
四
五
ペ
ー
ジ

農
家
の
相
続
意
識

さ
て
、
最
家
そ
の
も
の
は
官
民
家
相
続
』
の
あ
る
べ
き
姿
を
、
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
新
民
法
の
と
る
『
均

分
相
続
』
制
に
た
い
し
て
、
曲
民
家
自
身
が
と
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
し
る
素
材
と
な
る
。

l香愛山岩| | 
|詰I! 

l 川知形手 I<>"' I 

県 県県県

l査!

l地 i

葛

巻

町

大

泉

町

安

城

町
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岡

一

一

長

子

相

続

し

、

そ

コ

一

一
日
向
分
を
是
と
す
一
他
は
相
続
放
棄
す
ご
啓
紘
一

γ
一
昨
日
刊

一

の

一

す

る

も

の

一

前
十
企
戸
数^ 九

。

一O
四

四

四

七
五

九
九

九

五

ゴし

ム

ノ¥

九

こ
の
表
は
新
民
法
が
施
行
き
れ
直
後
め
一
九
五

O
年
(
昭
和
三
五
年
)

に
近
藤
康
男
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
農
村
調
査
の
一
つ
の
調
査

項
目
『
相
続
に
つ
い
て
均
分
が
よ
い
左
思
う
か
長
子
相
続
制
が
よ
い
と
思
う
と
に
た
い
し
て
な
さ
れ
た
解
答
で
あ
勺
こ
の
表
で
は
こ

れ
ま
で
の
長
子
相
続
制
が
長
家
相
続
の
形
態
と
し
て
、
や
は
り
圧
倒
的
な
支
持
を
え
て
い
る
と
と
が
解
る
。
こ
れ
は
農
家
の
い
わ
ば
現
存

の
秩
序
の
変
更
に
よ
る
混
乱
を
、
で
き
る
だ
什
さ
け
た
い
と
い
う
希
望
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
わ
れ
わ
れ
の
戸
別
調
査
で
も
し
ば
し
ば
均
分
相
続
に
よ
っ
て
、

『
且
民
地
の
零
細
化
と
農
家
生
活
の
破
壊
』
と
い
う
前
詑
法
案
の
提
出
理

農

家

の

相

続

形

態

由
と
な
っ
て
い
る
う
た
い
文
句
が
、
農
家
自
体
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
松
村
勝
治
郎
氏
の
輪
文
『
農

七
λ
一二



農

家

。

相

続

形

態

七
八
四

地
相
続
に
つ
い
て
』

(
曲
震
業
法
研
究
創
刊
号
ム
一
九
主
人
年
凶
月
〉
〉

の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
大
分
県
玖
珠
郡
九
重
町
の
旧
阿
山
田
村
地

区
で
な
さ
れ
た
実
態
調
査
(
一
九
五
七
年
八
月
〉
に
よ
る
と
、
均
分
組
続
に
つ
い
て
平
等
で
よ
い
と
す
る
も
の
は
僅
か
七
%
で
あ
り
、
無
記

入一
(
U
V
A

、
そ
の
他
条
件
づ
き
を
含
め
て
単
独
相
続
が
よ
い
と
す
る
も
の
が
八
三
%
で
あ
る
と
と
を
報
告
き
れ
て
い
る
ハ
同
五
四
ペ
ー
ジ
ゴ

こ
ん
に
ち
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
農
地
の
零
細
化
と
農
地
の
集
中
化
、
こ
ん
に
ち
の
日
本
の
す
み
ず
み
ま
で
社
会
的
規
模
で
展
開

し
、
島
村
を
黒
い
雲
で
覆
っ
て
い
る
階
級
分
也
、
中
農
の
貧
農
化
と
貧
哉
の
脱
走
化
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
現
象
は
、

い
づ
れ
も
白
木
資
本

主
義
の
急
激
な
発
展
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
同
一
の
物
壁
的
基
盤
に
た
っ
て
い
る
。
ど
の
農
村

で
も
み
ら
れ
る
地
主
の
土
地
取
上
げ
や
生
活
難
に
よ
る
耕
地
放
棄
な
い
し
耕
地
問
売
買
と
、
農
業
労
働
力
の
不
足
に
よ
る
耕
作
の
拘
禁
が
、

農
地
の
零
細
化
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
い
ま
こ
の
農
地
の
移
動
が
激
化
し
て
い
る
と
と
を
統
計
に
よ
っ
て
実
証
し
よ
う
。

所
有
権
移
転
商
積
〈
最
近
の
農
地
事
情
八
昭
二
九
・
六

V
)

昭

手口

ム
ノ、、

年

五九八千1

r---. .，...-..， r-"-町|作

ιij 
町i作

'--'%1地

計
千
町

Mm

六

O
(
一O
O〉

七

年

ハ
四
六
)

七
二
(
一

O
O
)

八

年

六
二
(
一

O
O
)

こ
の
表
か
ら
だ
け
で
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
農
地
移
動
が
中
農
の
貧
農
へ
の
転
替
や
貧
農
の
脱
農
化
が
澱
増
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
別
の
統
計
を
し
め
そ
う
。

つ
ぎ
m
u

表
を
み
れ
ば
農
地
の
移
動
が
な
に
そ
原
因

と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
だ
ど
の
規
模
の
農
家
に
お
い
て
農
地
移
動
が
な
さ
れ
て
い
る
か
が
解
る
と
思
う
。
農
地
移
動
は
耕
期
間
積



が
す
く
な
け
れ
ば
す
く
な
い
ほ
ど
、
売
却
や
土
地
取
上
げ
を
原
因
と
た
し
て
い
る
。
だ
か
ら
最
地
移
動
と
い
う
現
象
は
、
け
っ
し
て
相
続

に
お
け
る
『
単
独
相
続
』
制
に
よ
っ
て
も
、
け
っ
し
て
防
止
さ
れ
え
な
い
と
い
う
事
実
、
し
た
が
っ
て
農
地
の
零
細
化
の
原
因
を
他
の
諸

点
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
均
分
相
続
』
制
が
農
地
移
動
の
主
要
な
要
因
と
な
っ
て
事
態
が
急
融

に
深
化
し
た
の
だ
と
い
う
論
議
は
、
科
学
的
な
資
料
に
も
と
ず
く
主
張
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
い
う
主
張
は
事
実
に
よ
っ
て
く
つ
が
え
さ

れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
主
張
が
す
ぐ
れ
て
政
治
的
意
味
と
企
図
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
ん
に
ち
農
家
経
済
の
窮
乏
化
と
い
う
事
実
に
も
と
ず
い
て
、
か
な
り
多
く
の
農
家
に
よ
っ
て
そ
う
い
う

主
張
が
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
せ
ざ
る
を
え
い
な
。

農
地
移
動
の
原
因
(
昭
和
二
六
年
度
農
地
年
報
に
よ
る
)

糸
川

ペコ

'/J> 
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五
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町
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五
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日
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町
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四
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七

四
五

八

五
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五五

五

八

四
九
六

五
六七

」ー

ノ、

農

家

の

相

続

形

態

つ
ぎ
の
表
は
、
わ
た
く
し
が
山
形
県
山
辺
町
作
谷
沢
で
な
し
た
調
査
結
呆
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
こ
ん
に
ち
の
法
律
で
は
財
産
を
子
供
た

。

一0
0

一0
0

九

九

七

八

九

四

。}。

。。

九

。

。。。

。。
七
入
五



農

家

の

相

続

形

態

七
八
六

ち
全
部
で
、
同
じ
よ
う
に
わ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
思
い
ま
す
か
』
と
い
う
質
問
の
集
計
で
あ
る
。
と
れ
で
解
る
よ
う
に
、

こ
ん
に
ち
『
均
分
相
続
』
制
を
支
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
農
家
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
宰
実
は
た
ん
に
戦
後
の
い
わ
ゆ
る

わ

る

民
主
化
ブ

i
ム
と
い
う
こ
と
だ
け
で
か
た
ず
け
て
し
ま
う
こ
と
の
℃
き
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

わ
か
ら
な
い

よ

し、

実

聞
大

数

% 

二
七
・
五

三
三
・
五

な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
達
の
実
態
調
査
に
よ
っ
て
え
た
『
均
分
相
続
』
制
を
支
持
す
る
解
答
の
多
く
は
、
貧
農
層
に
よ
っ
て
な
さ
れ

。

入

九

て
い
る
。

つ
ま
り
『
均
分
相
続
』
制
は
い
わ
ば
階
層
的
要
求
と
し
て
の
意
味
を
も
ヮ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

そ
の
耕
地
所
有
別
を
例
示
し
て
お
こ
う
。

朗
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
調
査
結
果
を
さ
ら
に
下
降
的
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
い
ま
代
表
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
と
り
だ
し
、

ょ
い
と
す
る
も
の

農

家

農

C 

農

A 

家

B 

一
反
古
一
致

反反

八
反

一
反
主
畝

自

作

地

畑田

-品ー『

畑田

0
・
五
反

1 r 

1 1 

作

地

五
町

山

'古川
γ

4
8
q
 

{ 

去に

農

家

農

家
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反反

一
一
反
八
敵

四
反

!反

1 1叉



E 

わ
る
い
と
す
る
も
の

自

作

地

，田~圃回ー、

1四回

作

士也

--ι「

畑閏

山

林

A

曲
長

家

B 

長釘

J!i言

八七
反反

八
反
=
一
畝

七
反

1 1 

1 1 

五
町

。
町

E 

ほ
か
の
わ
け
か
た
が
あ
る
と
す
る
も
の

島
同

自

作

地

，->-一、

畑同

作

地

，-J--.. 

ナ沼田

山

中本

こ
れ
ら
の
表
を
比
較
す
る
と
、 A 

農 i

B 

家

C 

1 1 反反I I 

家

農
六回
反反I I 

大
町
五
反

D 

農

家

E 

農

|家 1

五八
反反

八
町

家

反反1& 町

九七
反反

五
町

家

E 

[ I 
民匂

E這

家

家

三
反

四
反

七八
反反

反反|反

い
わ
ゆ
る
中
農
の
上
層
以
上
・
と
く
に
農
地
解
放
の
対
象
か
ら
ま
っ
た
く
除
外
さ
れ
た
山
林
の
所
有
者

が
、
い
わ
ゆ
る
家
産
の
吋
均
分
相
続
』
制
に
た
い
し
て
、
否
定
的
で
あ
る
こ
と
が
解
る
と
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
以
下
の
層
で
は
肯
定
的
で

I 1 

I I 五
町

あ
る
こ
と
が
解
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
相
続
財
産
(
白
紙
産
)

を
も
た
な
い
こ
と
が
『
均
分
相
続
』
制
を
肯
定
的
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
は
な

農

家

の

相

続

形

態

い
だ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
こ
の
こ
と
は
農
地

ωす
く
な
い
貧
農
や
中
長
が
、

つ
ね
に
『
単
独
相
続
』
制
を
支
持
す
る
と
い
う
主
張
と

七
入
七



農

家

の

相

続

形

怒

は
、
ま
さ
に
正
反
対
の
傾
向
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
じ
ぶ
ん
自
身
の
労
働
力
を
売
る
以
外
に
は
生
き
て
い
け
な
い
貧
農
に
と

七
八
八

あっ
ろで
う?は。u 、

地
王
農
家
の

そ
れ
と
比
較
し
て
み
て

『
均
分
相
続
』
制
を
う
け
い
れ
る
物
質
的
基
盤
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
論
拠
と
な
る
で

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
理
解
と
と
も
に
、

つ
ぎ
の
点
に
つ
い
て
も
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
ん
に
ち
の
農
家
栢
続
の

現
実
は
、
た
と
え
新
民
法
の
規
定
す
る
『
均
分
相
続
』
制
を
形
式
的
に
う
け
い
れ
で
も
、
相
続
の
地
棄
や
実
際
面
で
の
相
続
財
産
の
不
要

求
な
ど
の
し
方
で
、
実
質
的
に
は
『
単
独
相
続
』
制
の
実
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
行
の
法
律
制
度
と
農
家
経
営

き
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
し
、

そ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て

の
現
実
と
の
も
つ
矛
盾
の
解
決
と
し
て
、
大
い
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
矛
盾
は
な
ん
ら
か
の
し
方
で
解
決

こ
れ
は

可
均
分
相
続
』
制
の
代
替
を
な
す
と
い
う
傾
向
性
を
も
っ
て
い
る
。

の
ち
に
述
べ
る
生
前
贈
与
的
意
味
を
も
っ
た
こ
・
一
ニ
男
の
独
立
資
金
や
他
出
す
る
子
女
の
嫁
入
財
産
の
分
与
と
と
も
に
、
二
・
一
二
男
や
他

の
耕
地
所
有
別
を
み
る
と
、

出
の
子
女
の
犠
牲
で
解
決
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
前
記
の
解
答

E
〔
そ
の
ほ
か
の
わ
け
か
た
が
あ
る
〕
と
答
え
た
も
の

い
わ
ゆ
る
中
長
以
上
の
層
も
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
新
民
法
の
と
っ
て
い
る
『
均
分
相
続
』
制
と
の
矛
盾

の
解
決
を
、
す
く
な
く
と
も
法
律
形
式
に
は
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
と
の
点
の
具
体
的

な
分
析
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
こ
れ
を
相
続
財
産
を
え
る
相
続
人
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
と
に
青
年
層

よ

し、

入
一

一
一
一
了
五
一

仕
方
が
な
い

無

寸
円
〕

-一口

わ
か
ら
な
い

よ

く

な

い

実

数

~ 

/， 

占ノ、

% 

一
一
ニ
・
五

四
六
・

O



が
ど
う
い
う
意
誠
を
も
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
前
記
の
表
は
わ
た
く
し
の
作
谷
沢
青
年
団
に
た
い
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
る
調
査
結
果
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
畳
間
事
項
は
『
長
男
が
家
を
相
続
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
ど
う
思
い
ま
す

か
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
を
み
る
と
被
相
続
人
と
な
る
べ
き
も
の
の
立
場
と
ほ
ぼ
同
一
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
か
つ
て
前

記
引
用
の
論
文
の
な
か
で
近
藤
康
男
氏
は
、
調
査
の
結
論
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
『
農
村
に
お
い
て
は
一
般
に
、

次
男
・
三
男
の
権
利
が
次
第
に
当
然
な
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
感
じ
た
。
こ
れ
は
中
農
な
ど
も
き
っ
と
考
え
方
が
変
る
に

ペ

7
)

相
違
な
い
と
思
っ
た
』
と
。

解

放

し

た

だ

け

解
放
し
解
放
を
つ

iけた

反

未

i詰

。

0
・五

0
・五

。

五

。

五

。

凶

五

。

。

二
・
五

ト
l

-一一一口

八

Zγ
ヤ
A
v
rコ
牛
ノ
二
三
工
ノ

古
川
ふ
』
荘
、

v
J
l
f
f
f

五
ノ、
九

一一六五

こ
の
表
は
わ
れ
わ
れ
の
実
態
調
査
し
た
山
辺
町
作
谷
沢
に
お
け
る
農
地
解
放
の
実
状
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
衰
の
よ
う
に
、
戦

後
の
最
地
解
放
に
よ
っ
て
、
純
農
家
ご
二
七
戸
の
う
ち
一
一
七
戸
が
解
放
に
よ
っ
て
自
作
農
他
し
た
。
こ
の
よ
う
に
農
家
の
自
作
農
化
と

農

家

の

相

続

形

態

戦
後
の
食
糧
事
情
と
に
よ
っ
て
、
農
業
経
営
そ
の
も
の
の
小
商
品
生
産
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
農
家

七
八
九



農

家

の

相

続

形

態

七
九

O

の
も
ち
つ
づ
け
て
き
た
意
識
に
も
変
化
が
生
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
現
実
の
生
滑
そ
の
も
の
が
人
々
の
意
識
を
か
え
る
と
い
う
一
般
的
命
題

の
例
外
と
は
な
り
え
な
い
た
め
で
ゐ
る
。
こ
と
に
観
念
的
な
『
家
』
の
維
持
、

つ
ま
り
家
柄
や
家
格
な
ど
を
守
る
こ
と
に
特
別
の
必
要
を

感
じ
な
い
貧
農
や
中
農
に
と
っ
て
も
、
な
お
現
実
の
生
活
共
同
休
と
し
て
の
農
家
経
営
の
維
持
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
は
げ
し
く
進
行

し
つ
つ
み
る
階
層
分
化
、
中
農
の
貧
農
日
間
へ
の
転
落
と
全
長
の
脱
長
化
へ
の
危
険
に
置
面
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
ま
十
ま
す
激
し
く
生

活
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
農
地
に
か
じ
り
つ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
と
う
然
の
こ
と
で
あ
り
、
切
実
な
要
求
と
な
っ
て
く
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

」
れ
を
わ
た
ぐ
し
の
別
の
調
査
結
呆
か
ら
し
め
そ
ろ
。

つ
ぎ
の
表
は

『
あ
な
た
の
家
で
は
財
産
を
ど
う
わ
け
て
い
ま
す

か
(
わ
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
￥
と
い
う
質
問
事
項
に
た
い
す
る
解
答
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
全
部
長
男
が

う
け
つ
ぐ
』
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
だ
ろ
う
。

九
1¥ 

一
長
男
以
外
の
者
は
独
一

一
立
の
た
め
に
必
要
な
一

一
こ
と
を
す
る
一

子
供
全
部
で
わ

け
る

そ

の

他

計

全
部
長
男
が
う

け
つ
ぐ

数

七

八
九

~ 

/， 

そ
れ
と
周
時
に
『
家
』
的
意
識
は
、
観
念
的
な
『
家
』
の
維
持
と
い
う
意
識
と
、
現
実
の
生
活
共
同
体
と
し
て
の
農
家
都
営
の
維
持
と

い
う
意
識
と
に
分
解
し
、
じ
よ
じ
よ
に
で
は
あ
る
が
後
者
の
現
実
の
生
活
共
同
休
と
し
て
の
農
家
経
営
の
基
盤
と
し
て
の
意
識
が
、
芽
生

え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
は
小
商
品
生
産
者
的
な
意
識
の
形
成
と
い
う
一
つ
の
側
面
と
も
な
っ
て
い
る
0

2

(

4

)
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5
)

近
藤
康
男

加
藤
正
男

農
民
の
意
識
し
て
い
る
も
の
改
造
三
一
巻
六
号
(
一
九
五
O
年
六
月
)
八
二
ペ
ー
ジ

農
村
と
相
続
同
志
社
法
学
二
五
口
万
三
八
ペ
ー
ジ
・
唄
孝
一
、
渡
辺
洋
三
農
村
の
相
続
形
態

ω
法
律
時
報
二
六
巻
九
号



四
ペ
ー
ジ

(

6

)

加
古
崎
正
男

(

7

)

近
藤
康
男

農
村
と
棺
流
|
|
私
法
学
会
の
調
査
み
が
」
某

i
と
し
て
|
|
同
志
社
法
学

Z
0・N
叩
昭
和
二
九
年
一
一
一
月

農
民
の
意
識
し
て
い
る
も
の
改
造
三
一
巻
六
号
(
一
九
五
O
年
六
月
)
八
二
ペ
ー
ジ

t
八
三
ペ
ー
ジ

四
九
ペ
ー
ジ

四

『
均
分
相
続
』
制
と
相
続
描
棄

)
 

4
a
A
 

(
 

相
続
描
棄
の
意
味
す
る
も
の

こ
こ
で
問
題
を
整
理
し
て
お
く
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
相
続
の
一
般
的
形
態
で
あ
っ
た
『
単
独
相
続
』
制
を
、
現
行
法
に
お
い
て
な
お
事

実
上
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
『
相
続
描
棄
』
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
ま

た
農
家
相
続
に
と
っ
て
も
、
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
法
律
手
段
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
五
一
年
(
昭
和
二
六
年
)
か
ら
三
年
間

に
わ
た
っ
て
、
日
本
私
法
学
会
は
全
国
的
規
模
で
純
農
家
を
中
心
に
、
兼
業
農
家
、
中
小
企
業
者
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
相
続
実
態
を

調
査
し
た
。
そ
の
調
査
に
も
と
ず
い
て
、
農
家
の
多
く
は
民
法
で
『
均
分
相
続
』
制
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
農
家
相
続
に
お
い
て
は
『
相
続
地
棄
』
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
農

家
相
続
は
い
ま
ま
で
通
り
の
『
単
独
相
続
』
を
と
の
『
相
続
描
棄
』
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
れ
て
法
律
的
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
た
と
え
こ
の
『
相
続
描
棄
』
と
い
う
法
律
的
手
段
に
よ
ら
な
く
と
も
、
共
同
相
続
人
が
相
続
財
産
の
不
要
求
に
よ
っ
て
事
実
上

の
『
栢
続
描
棄
』
を
実
現
し
、
同
一
の
結
果
を
う
み
だ
し
て
い
る
。
日
本
私
法
学
会
の
突
体
調
査
は
、
農
家
相
続
ち
は
こ
の
い
づ
れ
か
を

と
っ
て
い
る
と
い
う
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
は
『
私
法
学
会
調
査
に
よ
る
「
農
家
相
続
の
実
体
」
』

ハ
農
林
省
農
政
局
)
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
農
家
相
続
は
長
男
が
単
独
相
続
し
、
他
の
共
同
相
続
人
が
相
続
槻
棄
す

農
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続

形

態

七
九
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る
か
、
遺
産
分
割
に
つ
い
て
要
求
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
の
相
続
描
棄
を
な
し
て
い
る
こ
と
。
こ
う
し
て
農
地
の
零
細
化
が
防

止
さ
れ
て
い
る
実
情
に
あ
る
と
概
括
し
て
い
る
。

し
か
し
現
象
面
か
ら
と
ら
え
て
そ
う
し
た
農
家
相
続
が
農
地
の
零
細
化
の
防
止
の
た
め
で
あ
る
と
概
括
す
る
こ
と
は
、
大
い
に
疑
問
が

あ
る
と
思
う
。

司
単
独
相
続
』
制
に
よ
っ
て
、
農
地
の
零
細
化
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
大
い
に
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
そ
れ
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
農
家
相
続
を
、
こ
う
い
う
農
家
相
続
の
現
情
に
適
応

さ
せ
る
た
め
に
、
現
行
の
民
法
が
と
っ
て
い
る
『
均
分
相
続
』
制
そ
の
も
の
を
『
単
独
相
続
』
制
に
す
べ
き
だ
と
い
う
結
論
を
と
り
だ
す

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
主
張
は
論
理
的
な
論
議
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
し
、
事
実
の
認
識
を
わ
い
曲
し
た
も
の
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
勺
〉
そ
れ
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
ん
に
ち
都
市
近
郊
の
兼
業
農
家
な
ど
の
ば
あ
い
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
農
地
の
分
割
相
続
が
現
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
実
例
に
よ
っ
て
主
張
す
る
ま
で
も
な
く
、
と

ん
に
ち
一
般
に
独
立
す
る
こ
・
三
男
や
婚
姻
に
よ
っ
て
他
出
す
る
娘
に
た
い
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
、
な
ん
ら
か
の
特
別
受
益
・
生
前
贈
与

的
意
味
を
も
っ
財
産
の
分
与
を
な
し
た
い
と
い
う
希
望
を
、
農
家
自
身
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
前
記
の
わ
た
く
し
の
調
査
結
果
か
ら
も

し
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
農
地
の
零
細
化
・
農
家
経
営
の
分
解
を
阻
止
し
た
い
と
い
う
考
え
方
に
も
と
ず
い
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
農
家
の
相
続
形
態
は
、
現
象
面
だ
け
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
根
本
的
に
は
土
地
問
題
や
農
家
経
営
に
関
す
る
問
題
と
む
す

び
つ
け
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
家
の
相
続
形
態
が
『
単
独
相
続
』
制
へ
の
吸
引
力
を
も
っ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
け
っ
き
ょ
く

は
日
本
資
本
主
義
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
諸
矛
盾
の
解
決
と
し
て
の
現
象
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
農
家
の
意
識

か
ら
旧
『
家
』
意
識
が
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
現
実
に
消
滅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。



白)

独
立
資
金
の
分
与

こ
ん
に
ち
の
良
家
経
済
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
農
業
生
産
の
物
質
的
基
礎
と
な
る
農
地
の
分
割
を
阻
止
し
、
そ
れ
を
長
男
に
単

独
相
続
さ
せ
る
と
い
う
の
が
あ
っ
と
う
的
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
一
つ
の
傾
向
と
な
っ
て
、
農
家
一
般
の
意
識
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
農
家
相
続
か
ら
し
め
だ
さ
れ
る
こ
・
三
男
に
た
い
し
て
は
ど
う
い
う
方
策
が
と
ら
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
家
族
共
同
体
の
外
に
で
て
、
ニ
・
三
男
は
や
が
て
新
し
い
世
帯
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
農
家
が
い
ま
ま
で
の
農
業
経
営
の
も
つ
生
活
条
件
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
す
る
以
外
に
は
生
活
自
体
が
な
り
た
た

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
二
・
一
二
男
が
独
立
し
た
・
新
ら
し
い
家
族
共
同
体
を
も
つ
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
独
立
資
金
の
供
与
と
い
う

形
態
を
と
っ
て
、

司
単
独
相
続
』
か
ら
し
め
だ
さ
れ
た
無
権
利
の
代
償
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
・
内
容
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
農
家
に
適
応
し
た
し
か
た
を
と
っ
て
、
二
・
一
二
男
の
将
来
の
生
活
を
保
証
し
よ
う
と
努
力
は
さ
れ
て
き
た
。
こ
ん
に
ち
、

こ
れ
が
近
代
的
に
再
構
成
さ
れ
て
、

『
均
分
相
続
』
の
代
替
と
し
て
、
ご
・
三
男
の
相
続
拙
棄
や
実
質
上
の
そ
れ
を
強
制
す
る
原
因
と
な

っ
て
い
る
。
旧
法
時
代
に
は
分
家
と
い
う
形
式
を
と
り
、
こ
ん
に
ち
で
も
な
お
農
村
で
は
、
そ
h
j

い
う
名
称
で
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
は
農
地
の
分
割
、

し
た
が
っ
て
農
業
経
営
そ
の
も
の
の
再
編
成
が
と
も
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
ん
に
ち
こ
う
い
う
農
地
分
割
を
と
も

な
う
独
立
資
金
の
供
与
は
一
般
的
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
c
言
葉
の
本
来
的
意
味
で
の
独
立
資
金
や
、
ま
た
将
来
の
独
立
の
た
め
の
技
術
や

教
義
を
み
に
つ
け
る
た
め
、
事
実
上
で
独
立
資
金
的
意
味
を
も
っ
挙
費
な
ど
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
農
家
の
二
・

三
男
は
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
の
調
査
し
た
神
奈
川
県
中
井
村
の
調
査
結
果
の
例
に
よ
っ
て

説
現
し
よ
う
。

つ
ぎ
の
表
は
と
く
に
適
当
な
職
業
に
つ
く
た
め
の
手
段
と
な
る
教
育
に
つ
い
て
の
希
望
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
整
理
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四

ま

一
そ
の
他

(FJ

十

一

布、

記

丹i

A主4
寸ニー

ま

校

で

ス

七
・
八
%

じ
六
・
一
%

一
三
・
六
%

一
・
九
%

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
く
に
『
均
分
相
続
』
制
と
の
関
係
を
説
明
し
た
う
え
で
、
二
・
一
二
男
と
女
子
の
あ
る
農
家
の
み
を
対
象
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
『
高
校
ま
で
』
と
述
べ
た
も
の
が
全
体
の
七
六
・
一
.
%
と
な
っ
て
い
る
。
と
う
し
た
結
果

が
み
ら
れ
る
の
は
、
と
く
に
近
年
オ
l
ト
メ
イ
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
も
と
ず
く
技
術
革
新
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
専
問
的
な

知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
な
し
に
は
、
仕
事
を
み
に
つ
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
事
実
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
と
思
う
。
ご
・
三

男
が
将
来
に
お
い
て
工
場
労
働
者
と
し
て
独
立
し
よ
う
と
し
て
も
、
就
職
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
最
低
限
の
教
育
が
満
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
同
村
で
な
し
た
一
戸
別
調
査
に
お
い
て
も
コ
高
校
位
ま
で
あ
げ
な
け
れ
ば
仕
事
が

な
い
』
と
い
う
農
家
が
ほ
と
ん
ど
で
、
現
に
無
理
を
し
て
も
学
校
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
表
で
あ
げ
ら
れ
て
い

る
そ
の
他
の
ら
ん
で
特
殊
学
校
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
女
子
の
高
慢
卒
業
後
の
洋
裁
学
校
な

E
の
嫁
入
準
備
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
女
子
の
ば
あ
い
に
は
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
嫁
入
財
産
の
分
与
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
か
ら
別
に
検
討
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
高

校
以
上
の
進
学
希
望
は
、
実
に
八
九
・
七
%
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
な
し
た
調
査
地
(
神
奈
川
県
中
井
村
ゾ
の
地

理
的
条
件
l
l
l小
田
原
や
平
塚
、
茅
ケ
崎
、
横
浜
、

つ
る
見
、
川
崎
な
ど
の
工
業
地
帯
を
ひ
か
え
て
い
る
と
い
う
ー
ー
か
ら
独
立
の
機
会

と
可
能
性
が
多
い
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
事
実
が
全
農
家
の
二
・
三
男
に
共
通
し
た
考
え
だ
と
は
、
王
張
し
な
い
。
い
ま
こ
れ
を
二
・

二
男
や
女
子
の
側
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
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四

・
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こ
の
表
は
中
井
村
青
年
団
の
う
ち
で
と
く
に
二
・
三
男
と
女
子
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
答
は

将
来
の
独
立
、

つ
ま
り
農
業
以
外
の
職
業
に
よ
っ
て
生
計
を
た
て
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
教
育
そ
の
も
の
を
ど
う
か
ん
が
え
る
か
に
つ

い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
全
体
の
う
ち
で
男
七
六
・
一
%
、
女
七
四
・
七
%
が
現
在
う
け
て
い
る
よ
り
以
上
の
教

育
を
う
け
た
い
と
い
う
希
望
を
つ
よ
く
も
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

(3) 

嫁
入
財
産
の
分
与

こ
の
二
・
三
男
の
独
立
資
金
の
八
刀
与
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
に
、
女
子
の
婚
姻
に
さ
い
し
て
実
家
か
ら
の
嫁
入
財
産
の

分
与
が
あ
る
。
こ
う
し
た
慣
行
は
農
家
だ
け
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
一
般
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
が
男
子
の
独

立
資
金
に
対
比
す
べ
き
も
の
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
、
相
続
描
棄
や
事
実
上
の
そ
れ
を
強
制
さ
れ
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
き
て
、

一
般
に
婚
姻
費
用
と
い
う
ば
あ
い
に
は
、
嫁
入
財
産
だ
け
に
は
限
ら
れ
な
い
。
こ
と
に
農
家
の
ば
あ
い
に
は
、
慣
習
的
な
婚
姻
に
さ
い
し

て
の
飲
食
費
・
贈
答
費
が
く
わ
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
飲
食
費
・
贈
答
費
が
婚
姻
費
用
の
う
ち
で
占
め
る
割
合
は
、
純
粋
に
嫁
入
財
産

を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
比
ら
べ
て
、
は
る
か
に
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
う
り
で
あ
る
。
こ

れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
農
家
が
村
落
内
で
占
め
て
い
る
地
位
を
保
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
村
落
共
同
体
の
内
部
的
秩
序
に
し
た

が
い
、
そ
れ
に
相
応
し
た
つ
き
あ
い
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
起
因
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
他
方
で
は
、
女
子
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が
嫁
入
し
た
後
に
お
い
て
、
新
ら
し
い
家
族
共
同
体
の
内
部
で
の
嫁
の
地
位
を
保
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
嫁
入
財
産
の
多
加
や
婚

姻
費
用
が
大
い
に
役
立
つ
と
い
う
点
に
も
由
来
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
わ
れ
わ
れ
の
調
査
で
も
こ
の
両
者
が
述
べ
ら
れ
、
し
か
も

農
家
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
慣
習
的
な
婚
姻
費
用
の
支
出
が
ど
ん
な
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
か
を
述
べ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
婚
姻
費
用
の
う
ち
で
慣
習
的
な
飲
食
費
・
贈
答
費
は
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
て
い
る
生
前
贈
与
的
意
味
を
も
っ
た
そ
れ
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
実
質
的
に
は
家
産
分
割
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
嫁
と
り
の
ば
あ
い
に
も

支
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
を
そ
れ
に
も
た
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
一
九
五
六
年
(
昭
和
一
三
年
)
七

月
に
実
態
調
査
し
た
茨
城
県
新
治
郡
八
郷
町
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
理
解
で
き
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
町
で
は
新
生
活
運
動
と
し
て
の

結
婚
の
簡
素
化
を
、
公
民
館
を
中
心
と
し
て
青
年
団
が
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
な
か
な
か
村
落
共
同
体
的
強
制
に
よ
っ
て
よ
う

い
に
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
と
に
こ
の
結
婚
の
簡
素
化
が
実
際
に
な
さ
れ
た
実
例
は
、
公
民
館
で
会
費
一

O
O円
も
ち
よ
り
で
小
学
校

の
先
生
が
な
し
た
わ
ず
か
一
件
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
と
て
村
落
外
の
人
々
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
『
公
民
館
長
が
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
婚
姻
費
用
(
飲
食
費
・
贈
答
費
〉
が
、
い
か
に
農
家
経
済
に
と
っ
て
大

き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
か
は
、
以
上
の
実
倒
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
論
者
が
実
例
を
し
め
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
わ
れ
わ
れ
の
調

査
地
の
ど
こ
の
農
家
で
も
、
こ
の
こ
と
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
こ
れ
を
裏
づ
け
る
資
料
は
、
農
家
に
お
け
る
農
地
の
移
動
が
、

こ
の
婚
姻
費
用
の
調
達
を
原
因
と
し
て
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
実
に
よ
っ
て
も
、
裏
づ
け
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
嫁
入
財
産
の
分
与
に
『
均
分
相
続
』
の
代
替
と
し
て
の
意
味
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
婚
姻
費
用
の

う
ち
か
ら
婚
姻
に
際
し
て
の
飲
食
費
・
贈
答
費
な
ど
を
除
き
、
嫁
入
財
産
だ
け
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
と
て
嫁
入
財
産
が
生
前

贈
与
的
性
格
を
も
っ
と
い
う
前
提
に
た
っ
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
嫁
入
財
産
は
農
業
生
産
の
物
質
的
手
段
で



あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
い
わ
ゆ
る
家
産
を
常
成
す
る
こ
と
に
な
る
土
地
・
家
屋
・
農
業
用
具
・
家
畜
な
ど
か
ら
は
な
り
た
っ
て
い
な
い
。
嫁

入
財
産
の
ほ
と
ん
ど
は
、
嫁
入
後
に
必
要
と
な
る
日
常
的
な
身
の
ま
わ
り
品
(
衣
類
・
調
度
品
な
ど
)
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
す

ぐ
れ
て
個
人
財
産
と
し
て
の
識
別
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
旧
法
で
も
ま
た
現
行
法
の
も
と
で
も
、

婚
姻
前
の
夫
婦
財
産
契
約
が
法
律
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
(
七
五
六
条
)
、
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
後
、
夫
婦
財
産
契
約
が

む
す
ば
れ
た
の
は
、
わ
ず
か
数
件
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
実
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
わ
か
る
。
こ
れ
は
婚
姻
法
上
の
問
題

を
含
ん
で
い
る
と
と
も
に
、
壌
入
財
産
の
質
的
構
成
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
こ
の
嫁
入
財
産
に
し
た
と
こ
ろ
が
、
前

近
代
的
な
恩
恵
的
な
庇
護
・
扶
養
意
識
か
ら
分
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
嫁
入
財
産
の
分
与
そ
の
も
の
を
『
均
分
相
続
』
の

代
替
と
し
て
、
生
前
贈
与
な
い
し
生
前
処
分
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
い
ま
婚
姻
適
令
期
の
農
家
の
男
女
に
つ
い
て
、

嬢
入
財
産
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

つ
ぎ
の
表
は
わ
た
し
が
な
し
た
神
奈
川
県
中
弁
村
で
の
調
査
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
あ
な
た
は
嫁
入
財
産
や
嫁
入
支
度
を
ど
う
考
え

て
い
る
か
』
と
い
う
質
問
事
項
に
た
い
す
る
解
答
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
は
嫁
入
財
産
そ
の
も
の
が
、
け
っ
し
て
『
均
分
相

続
』
制
の
代
替
と
か
・
家
産
分
割
と
い
う
意
味
で
の
生
前
贈
与
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
、
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
推
測
さ
せ

都 農

市 村

~ームーー・、 ，ーー九ーー・、

男女男女

多

一 一 一 一
し、

五八七 O 方:O' 

0 六三九
よ

% % % % 
し、

普

四五四五 通

J 六入玉 O で

三六八 O
よ

% % % % 
し、

一
無く

入九 O 三
て
も

六九八 O よ

% % % % 
It、

一一一一 一 つ
一一 で0 二六六 も

%一%九%一%二
よ
し、

農

家

の

相

続

形

態

七
九
七



農

家

の

相

続

形

態

七
光
λ

る
。
た
と
え
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
も
、
明
確
な
意
識
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
一
般
に
は
や

は
り
前
近
代
的
な
思
恵
的
な
も
の
と
し
て
、
う
け
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

い
ま
問
題
の
理
解
を
た
す
け
る
た
め
に
、
こ
れ
を
都
市
の
そ
れ
と
比
較
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
都
市
出
身
者
に
よ
る
構
成
率
の
比

較
的
に
高
い
立
教
大
学
男
女
学
生
に
た
い
し
て
、
わ
た
く
し
が
一
九
五
八
年
(
昭
和
三
三
年
〉
に
な
し
た
調
査
結
果
を
対
比
し
て
掲
げ
て
お

こ
う
。
前
記
一
の
表
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
都
市
と
農
村
と
の
あ
い
だ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
差
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
事
実
か
ら
こ
ん
に
ち
の
青
年
男
女
は
一
般
的
に
こ
う
し
た
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
た
だ
こ

の
表
で
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
農
村
で
は
男
一
七
・
三
%
、
女
一

0
・
九
%
、
都
市
で
は
男
一
五
%
、
女
一
八
・
六
%
が
『
多
い
方
が
よ

い
』
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
な
し
た
他
の
調
査
結
果
と
と
も
に
、
青
年
層
の
あ
い
だ
に
『
家
産
分
割
』

に
つ
う
ず
る
意
識
の
芽
生
え
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

(4) 

独
立
資
金
・
嫁
入
財
産
の
分
与
と
相
続
描
棄
と
の
内
的
関
連
性

さ
て
、
こ
ん
に
ち
そ
れ
の
も
つ
意
味
は
複
雑
で
あ
る
が
、
二
・
三
男
に
と
も
か
く
な
ん
ら
か
の
独
立
資
金
が
分
与
さ
れ
る
こ
と
は
事
実

が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
資
本
主
義
の
な
か
で
も
つ
農
業
経
済
の
へ
い
そ
く
性
か
ら
、
け
っ
き
ょ
く
は
二
・
三
男
が
農
業
外
の
職
業
に
つ
く

こ
と
を
強
制
し
て
い
る
点
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
。
日
本
の
農
業
経
営
は
、
多
く
の
ば
あ
い
長
男
が
単
独
で
承
継
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
日
本
の
企
業
が
労
働
力
の
供
給
源
を
ど
こ
に
み
い
だ
し
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
る
な
ら
ば
、

一
つ
の
手
が
か
り
を
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
そ
れ
は
他
の
側
面
か
ら
現
実
に
な
さ
れ
て
い
る
農
家
の
相
続
形
態
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
手
が
か
り
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
企
業
経
営
の
規
模
と
そ
れ
の
近
代
化
の
状
態
に
よ
っ
て
、

企
業
の
必
要
と
す
る
労
働
力
の
質
が
決
定
さ
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な



ぃ
。
日
本
の
最
家
青
年
の
学
歴
と
技
術
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
よ
う
に
技
術
革
新
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
事
態
の
も
と
で
は
、

お
の
ず
か

ら
土
建
業
や
商
業
部
門
な
ど
の
、
比
較
的
に
高
い
技
能
を
必
要
と
し
な
い
産
業
部
門
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
こ
れ
を
手
元
に
あ

る
資
料
に
よ
っ
て
し
め
そ
う
。
た
と
え
ば
周
知
の
よ
う
に
印
刷
部
門
は
比
較
的
に
技
術
的
要
素
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
の
労
働
力
は
近
代
的
な
労
働
市
場
か
ら
、

つ
ま
り
都
市
の
そ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
土
建
業
や
鋳

物
工
業
で
は
、
比
較
的
に
技
能
的
要
素
を
必
要
と
し
な
い
た
め
、
農
村
か
ら
多
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
資
料
『
中
小
工
場
労
働
者
家
族
の

生
活
』

(
労
働
省
婦
人
少
年
局
)
に
よ
る
と
、
印
刷
ハ
東
京
都
)
、
機
械
(
東
京
都
)
、
鋳
物
(
川
口
市
)
の
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
者
構
成
の
う
ち
で
、

農
村
出
身
者
の
長
男
、
二
・
三
男
の
し
め
て
い
る
割
合
は
つ
ぎ
の
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

不三二長総
長男 / 

男

以 別男 産

明下男男数
// 業別

総

六 二O 三二 一四 O 0 

o五 0 0 0 % 数

印

一一一。

届リ

機

一 一一 一六 0 一 。o
. 

八 八 四 o0 
械% 

鋳

三三三 O
三 O 九七 O

四 O 三三 O
物% 

(
婦
人
関
係
v
p
l
ズ

調
査
資
料

Z
D
-
E
 
五
六
ペ
ー
ジ
〉

こ
の
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、
労
働
者
の
う
ち
農
家
出
身
の
比
較
的
に
少
な
い
印
刷
工
業
部
門
と
、
農
家
出
身
の
多
い
鋳
物
工
業
と
で
は
、

い
ち
ぢ
る
し
い
差
違
が
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
鋳
物
工
業
で
長
男
が
三

O
%
を
し
め
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
二
・
コ
一
男
は
六
八
・
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O

二
%
を
し
め
て
い
る
。
し
か
る
に
印
刷
工
業
で
は
長
男
は
四
一
%
に
達
し
、
二
・
三
男
は
五
三
%
と
な
り
、
両
者
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
み

あ
た
ら
な
い
。
し
か
も
機
械
工
業
で
は
中
位
の
地
位
を
し
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
産
業
部
門
の
も
つ
性
格
は
、
農
家
出

身
者
の
し
め
る
比
重
、
さ
ら
に
は
長
男
と
二
・
三
男
の
比
重
す
ら
も
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
比
較
的
に
技
能
的
要
素
を
必
要

と
し
な
い
産
業
部
門
に
、
農
家
の
二
・
三
男
は
吸
引
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
二
・
三
男
が
農
業
経
営
か
ら
の
離
脱
を
強
要
さ
れ
る
の

は
、
農
業
経
営
が
ニ
・
三
男
の
労
働
力
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
に
も
と
ず
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
個
々
の
農
家
経
営
の
ま
ず
き
と

か
、
そ
の
他
の
個
別
的
な
責
任
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
日
本
の
農
業
が
大
部
分
の
可
耕
地
を
、
国
有
林
や
会
有
林
・
私
有

林
と
し
て
、
大
地
主
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
・
し
め
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
と
ず
く
経
済
的
・
政
治
的
な
問
題
か
ら
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
二
・
三
男
だ
け
の
問
題
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
ん
に
ち
貧
農
が
脱
農
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
と

も
に
、
実
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
独
立
資
金
・
嫁
入
財
産
の
分
与
と
相
続
描
棄
と
は
、

『
均
分
相
続
』
制
の
視
点
に
た
っ
か
ぎ
り
、
相
互
に
内
的
関
連
性
を
も

っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
二
・
一
ニ
男
を
と
ら
え
て
い
る
こ
の
点
に
つ
い
て
の
関
心
は
、

つ
ね
に
日
本
資

本
主
義
の
う
み
だ
す
必
然
的
な
現
象
な
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
内
的
関
連
性
の
認
識
の
う
え
で
、
法
律
的
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
論
理
の
う
え
で
も
独
立
す
る
こ
と
自
体
が
ま
す
ま
す
困
難
と
な
る
し
、
ま
た
独
立
し
た
後
に
お
い
て
も
、
独
占
資
本
の

収
奪
に
よ
っ
て
、

つ
ね
に
生
活
上
の
不
安
と
失
業
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

ん
に
ち
法
律
上
で
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
た
ん
に
観
念
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
は
ず
の
『
家
』
が
、
な
お
扶
養
共
同
体
と
し
て
の

『
家
』
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
家
の
頭
脳
の
な
か
に
再
生
産
さ
れ
て
い
く
要
因
を
こ
こ
に
み
い
出
す
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
こ
れ
が
こ
ん
に
ち
も
つ
生
活
上
の
恐
怖
を
は
ら
い
の
け
る
精
神
的
な
さ
さ
え
と
さ
え
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
『
家
』



制
度
論
者
の
、
王
張
を
展
開
さ
せ
る
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
実
態
調
査
に
よ
っ
て
え
た
諸
資
料
を
検
討
し
て
み
る
と
、
わ
れ

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
独
立
資
金
や
嫁
入
財
産
の
供
与
は
、

わ
れ
は
一
応
の
結
論
と
し
て
、

均

分
相
続
』
と
は
現
在
の
段
階
に
お
い
て
内
的
関
連
性
を
も
っ
た
も
の
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
事
実
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
農
家
相
続
に
お
け
る
『
単
独
相
続
』
の
事
実
上
の
実
現
と
い
う
要
求
と
結
び
つ
い
て
、
ニ
・

三
男
や
他
出
の
女
子
に
相
続
描
棄
を
強
制
さ
せ
る
口
実
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
れ
を
合
理
化
す
る
た
め
の
理
由
づ
け
と
し
て
機
能
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
一
般
的
に
許
容
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
扶
養
共
同
体
と
い
う
生
活
感
情
|
|
i
独
立
後
の

そ
れ
ら
の
者
の
生
活
上
の
不
安
を
基
礎
と
す
る

l
lと
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

(

8

)
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森
山
泉
章
家
族
制
度
復
活
論
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ー
ー
そ
の
動
向
と
批
判
|
|
商
学
論
集
二
八
巻
一
号

黒
木
三
郎
家
族
法
提
要
(
法
律
文
化
社
一
九
五
九
年
一
月
)
一
一
二
八
ペ
ー
ジ

一
七
九
ペ
ー
ジ

む

す

び

わ
た
く
し
は
実
態
調
査
に
よ
っ
て
え
た
諾
資
料
の
う
ち
か
ら
、

と
く
に
農
家
相
続
に
た
い
す
る
農
民
の
も
つ
生
活
感
情
と
意
識
を
中
心

に
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
の
点
は

新
民
法
の
と
る
『
均
八
刀
相
続
』
制
が
直
接
に
原
因
と
な
っ
て
、
農
地
が
細
分
化
さ
れ
る
と
い
う
主
張
に
た
い
し
て
、
そ
う
い
う
事
実
は
な

に
ひ
と
つ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
よ
う
に
『
単
独
相
続
』
制
が

法
律
の
う
え
で
貫
徹
し
て
き
た
旧
民
法
の
も
と
で
も
、
農
地
の
零
細
化
は
現
に
進
行
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
事
実
を
よ
り
ど
こ
ろ
と

し
て
、
論
理
的
な
結
論
を
ひ
き
だ
す
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
だ
け
で
は
、
た
ん
に
論
理
の
う
え
だ
け
で
論
証
さ
れ
る

農

家

の

相

続

形

態

入。



農

家

の

相

続

形

態

入。

に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
『
単
独
相
続
』
制
の
も
と
で
も
、
特
定
の
地
方
(
た
と
え
ば
東
北
な
ど
)

で
は
、
慣
行

と
し
て
末
子
相
続
や
均
分
相
続
が
な
さ
れ
て
き
た
事
実
を
論
証
の
う
ら
づ
け
と
す
る
。
諸
家
の
紹
介
は
こ
の
意
味
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
忘
味
で
日
本
め
農
薬
経
告
は
農
家
杷
続
の
形
態
と
し
て
、
か
な
ら
ず
『
単
独
相
続
』
制
を
み
ち
ひ
き
だ
す
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
た
ろ
う
。
だ
か
ら
『
家
』
制
度
論
者
は
、
こ
の
い
白
川
に
つ
い
て
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

・
わ
た
し
は
そ
こ
か

ら
一
歩
す
す
ん
で
長
家
相
続
の
形
態
は
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
ま
え
に
、
む
し
ろ
農
家
経
営
そ
の
も
の
の
現
実
に
お
か
れ
て
い
る

社
会
・
経
済
的
諸
条
件

i
l長
家
経
営
の
規
模
と
現
況

i
lと
に
よ
っ
て
、
確
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
仮
説
の
設
定
を
可
能
と

す
る
と
思
う
。

第
二
に
こ
の
仮
説
の
展
開
と
し
て
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
論
荏
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
ん
に
ち
の
農
業

経
蛍
の
内
部
に
引
き
起
さ
れ
て
い
る
最
地
零
細
佑
の
根
本
原
因
を
、
日
本
資
本
主
義
そ
の
も
の
か
ら
盟
解
す
る
。
日
本
資
本
主
義
の
も
と

で
且
民
家
経
蛍
そ
の
も
の
が
う
け
て
い
る
収
奪
、

と
く
に
独
占
資
本
の
最
大
限
利
潤
の
獲
得
と
い
う
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
に
も
と
ず
く
と

い
う
点
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
長
家
経
営
の
も
つ
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
を
う
ち
こ
わ
さ
な
い
か
ぎ
り
、
農
家
相
続
の
問
題
は
解
決
さ

れ
な
い
だ
ろ
う
。

第
三
に
、

つ
ぎ
の
点
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
一
蹴
的
課
題
の
解
決
と
と
も
に
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
農
家
の
『
均
分
相
続
』

と
共
立
一
市
経
償
の
維
持
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
を
、
ど
の
よ
う
に
実
際
的
に
解
決
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
c
敗
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ

。
て
自
作
農
が
創
出
さ
れ
る
と
、
政
治
権
力
は
こ
の
自
作
農
の
し
め
て
い
る
小
生
産
者
と
し
て
の
地
位
を
利
用
し
て
、
と
う
時
急
激
に
変
化

し
つ
つ
あ
っ
た
政
治
的
諸
変
佑
を
く
い
と
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
長
民
の
幻
想
か
ら
う
ま
れ
℃
る
生
活
感
情
を
利
用
し
て
、
労
働

者
階
級
と
む
す
び
っ
く
こ
と
を
た
ち
さ
り
、
政
治
権
力
に
た
い
す
る
支
持
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
。
こ
と
に
上
層
農
家
を
つ
か
み
、
そ
れ



の
も
つ
村
落
共
同
体
内
部
に
お
け
る
政
治
的
指
導
力
を
利
用
し
た
。
そ
の
た
め
独
占
資
本
が
対
米
従
属
を
い
っ
そ
う
深
め
、

い
わ
ゆ
る
敗

戦
直
後
の
こ
ん
乱
を
克
服
し
て
、
そ
の
基
礎
を
し
だ
い
に
強
化
し
て
く
る
と
と
も
に
、
新
農
地
法
(
昭
和
二
七
年
法
二
二
九
号
)

を
は
じ
め
、

一
連
の
土
地
立
法
を
制
定
し
、
新
地
主
勢
力
の
復
活
・
強
化
に
の
り
だ
し
た
。
こ
の
上
層
農
家
の
農
業
経
営
に
お
け
る
優
位
性
の
確
保
と

な
ら
ん
で
、
精
神
的
な
面
に
お
い
て
も
、
政
治
勢
力
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
農
家
の
生
活
感

情
に
う
っ
た
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
観
念
的
な
『
家
』
制
度
|
|
上
層
農
家
に
と
っ
て
は
村
落
共
同
体
で
し
め
る
家
柄
・
地
位
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
ー
ー
を
農
業
経
営
の
維
持
と
い
う
農
民
の
一
般
的
感
情
に
よ
っ
て
す
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
側
面

か
ら
の
援
助
と
し
て
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
単
独
相
続
』
制
の
復
活
の
要
求
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
理
由
で
あ
る
。

『
単
独

相
続
』
制
は
独
占
資
本
の
収
奪
の
強
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
農
業
生
産
力
の
低
下
と
、
農
業
経
営
の
破
壊
と
い
う
社
会
的
矛
盾
を
、
農
家
の

内
部
的
矛
盾
に
転
佑
す
る
と
い
う
社
会
的
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を
二
・
三
男
や
娘
の
犠
牲
に
よ
っ
て
、
農
業
経
営

を
最
低
限
の
水
準
に
維
持
さ
せ
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
役
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
単
独
相
続
』
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
、
政
治
的
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
ん
に
ち
貧
農
化
し
つ
つ
あ
る
中
農

や
脱
農
他
し
つ
つ
あ
る
賞
最
層
農
家
に
と
っ
て
は
、

『
単
独
相
続
』
制
復
活
論
が
、
ど
う
い
う
政
治
的
立
場
と
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
、

吟
味
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
こ
ん
に
ち
の
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
を
背
景
と
し
て
、
日
本
の
政

治
権
力
・
そ
れ
の
支
柱
と
な
っ
て
い
る
巨
大
独
占
資
本
の
新
ら
た
な
要
求
を
み
た
す
法
律
的
手
段
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

新
民
法
の
と
っ
て
い
る
『
均
分
相
続
』
制
は
、
家
産
に
た
い
す
る
現
物
的
分
割
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
相
続
上
の
権
利
の
量
的

割
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
人
主
義
的
法
理
念
に
も
と
ず
い
て
、
相
続
権
に
つ
い
て
の
平
等
性
を
実
現
し
よ
う
と
じ
て
い
る
だ

げ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
家
産
の
現
に
も
っ
て
い
る
価
値
上
の
均
分
で
あ
っ
て
、

一
般
に
理
解
さ
れ
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う

農

家

の

相

続

形

態

入

O
三



農

家

の

相

続

形

態

入

O
四

に
、
ぞ
れ
が
け
っ
し
て
現
物
上
の
均
分
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
(
民
法
九
O
六
条
ゴ
そ
の
た
め
農
家
相
続
に
つ
い
て
均
分
と
い
う
ば
あ

い
に
あ
っ
て
も
、
か
な
ら
ず
農
地
を
均
分
し
て
分
割
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
実
際
の
分
割
に
あ
た
っ
て
は
、
個
々

の
農
家
経
営
の
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
な
せ
ば
よ
い
。
た
と
え
ば
長
男
が
農
地
そ
の
他
の
農
業
資
産
を
相
続
し
、
二
・
三
男
は
金
銭
そ
の

他
の
財
産
を
相
続
す
る
な
ど
、
そ
め
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
単
独
相
続
』
制
復
活
論
の
真
の
企
図
は
、
権
利
か
ら
相
続
を
う
ば
い
と

ら
れ
た
こ
・
三
男
が
、
土
地
か
ら
も
職
か
ら
も
み
は
な
さ
れ
て
、
独
占
資
木
、
主
義
の
も
と
で
の
侭
賃
金
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
強

制
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
こ
ん
に
ち
の
政
治
権
力
が
強
引
に
つ
き
す
す
ん
で
い
る
安
保
条
約
の
改
悪
と
、

そ
れ
に
も
と
ず
い
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
再
軍
備
の
た
め
の
傭
兵
化
の
ぽ
う
大
な
供
給
源
を
確
保
で
き
る
点
に
あ
る
。
も
し
も
二
・
三
男
が

相
続
か
ら
し
め
だ
さ
れ
た
農
家
の
相
続
形
態
が
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
独
占
資
本
の
最
大
限
利
潤
の
実
現
の
道
具
と
化
し
、
自
己
の
意
思
を

の
り
こ
え
て
、
そ
う
し
た
役
割
を
具
体
的
に
は
た
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
事
実
を
直
視
し
て
み
る
必

婁
が
あ
る
と
思
う
。




