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一　

は
じ
め
に

　

１　

�　

支
配
的
な
見
解
に
よ
る
と
、
親
子
関
係
事
件
に
お
い
て
は
当
事
者
間
の
生
物
学
的
な
親
子
関
係
の
存
否
の
解
明
が
問
題
に
な 

し
た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
の
証
拠
方
法
に
つ
い
て
も
、
学
問
の
進
展
に
応
じ
て
よ
り
確
実
な
、
つ
ま
り
、
よ
り
新
し
い
鑑
定
方
法
が
選
択
さ
れ

て
き
た
こ
と
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
血
液
型
鑑
定
の
発
展
の
歴 

ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
最
近
の
裁
判
実
務
に
お
い
て

は
、
従
来
の
血
液
型
中
心
の
鑑 

ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い 

最
高
裁
は
、
刑
事
事
件
（
い
わ
ゆ
る
足

利
事
件
）
で
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
証
拠
能
力
を
肯
定
し
て
い
る
（
平
成
一
二
年
七
月
一
七
日
判 

民
事
事
件
で
は
、
東
京
高
裁
が
、
い
ず
れ

も
父
か
ら
子
に
対
す
る
親
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
事
件
に
お
い
て
、
嫡
出
推
定
（
民
法
七
七
二
条
）
の
排
除
は
「
科
学
的
証
拠
に
よ
り
客
観

的
か
つ
明
白
に
証
明
で
き
る
場
合
に
限
」
る
と 

ま
た
、「
何
人
も
疑
い
を
差
し
挟
ま
な
い
よ
う
な
信
頼
す
る
に
足
り
る
証
拠
」
と
し
て
は

「
通
常
血
液
鑑
定
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
し
て
い 

判
旨
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
明
言
し
て
い
な
い
が
、
そ
こ
で
い
う
「
科
学
的
証
拠
」

と
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ 

こ
れ
に
対
し
、
同
様
に
父
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
事
件
で
、
血
液
型
検
査
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
マ
イ

ク
ロ
サ
テ
ラ
イ
ト
型
検
査
に
よ
っ
て
、
遺
伝
学
的
に
父
子
関
係
が
成
立
し
な
い
と
し
た
鑑
定
結
果
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
用
い
ら
れ
た

技
法
の
一
般
的
信
頼
性
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
」、「
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
結
果
は
一
〇
〇
％
の
信
頼
が
お
け
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、

法
律
上
の
親
子
関
係
の
存
在
を
認
め
た
下
級
審
判
例
が
あ
っ
た 

こ
の
事
件
の
控
訴
審
判
決
は
、
鑑
定
結
果
の
信
頼
性
を
否
定
す
べ
き
確
た

る
証
拠
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
原
判
決
を
取
り
消
し
て
い 

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
結
果
に
つ
き
、
十
分
に
信
を
措
く
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
、
子
の
死
亡
後
に
戸
籍
上
の
母
子
に
つ
き
そ
の
母
子
関
係
を
否
定
し
た
高
裁
判
例
も
み
ら
れ 

そ
う
す
る
と
、
民
事
事
件
で
も
、
す
で
に

高
裁
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
証
拠
能
力
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）
る
。

（
２
）
史
か

（
３
）

定
か

（
４
）

る
。

（
５
）
決
）。

（
６
）
し
、

（
７
）
る
。

（
８
）
る
。

（
９
）
が
、

（　

）
１０る
。

（　

）
１１る
。
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�　

し
か
し
、
実
際
の
裁
判
実
務
で
は
、
一
般
的
に
、
鑑
定
を
実
施
せ
ず
に
手
続
が
終
了
す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
と
い
わ
れ 

公
刊
さ
れ
た

民
事
判
例
に
お
い
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
扱
っ
た
判
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い 

こ
れ
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
自
体
の
歴
史
が
ま
だ
浅
い
と
い
う
事 

、

当
初
の
頃
の
そ
の
鑑
定
費
用
は
高
額
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
理
由
か
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
実
施
さ
れ
な
か
っ 

い
う
事
情
が
影
響
し
て
い
る
も

の
か
と
推
測
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
実
施
の
大
き
な
障
害
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
相
手
方
当
事
者
が
そ
の
実
施
に
協
力
し
な

い
、
具
体
的
に
は
鑑
定
の
た
め
の
血
液
採
取
を
拒
絶
す
る
態
度
を
と
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き 

現
在
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
の
た
め
に

必
ず
し
も
血
液
採
取
は
必
要
な
く
、
身
体
の
一
部
組
織
で
あ
っ
て
も
鑑
定
は
可
能
と
い
わ
れ
る 

た
と
え
ば
、
日
本
法
医
学
会
「
親
子
鑑
定

に
つ
い
て
の
指
針
」（
平
成
一
一
年
六
月
一
二
日
）
に
照
ら
す
と
、
検
査
資
料
の
採
取
や
検
査
結
果
の
品
質
保
証
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
よ
う

な
鑑
定
結
果
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ 

そ
の
際
に
、
倫
理
的
な
配
慮
も
無
視
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

こ
う
し
た
一
方
当
事
者
に
よ
る
鑑
定
の
拒
絶
的
な
態
度
に
つ
い
て
、
前
掲
東
京
高
判
平
成
七
年
一
月
三
〇
日
は
、「
公
益
性
の
あ
る
身
分
関

係
訴
訟
」
で
は
「
一
方
当
事
者
の
訴
訟
上
の
態
度
に
よ
っ
て
、
立
証
上
そ
の
者
に
不
利
益
な
判
断
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
解
し
て

（
判
時
一
五
五
一
号
七
四
頁
、
七
七
頁
）、
学
説
の
議
論
が
生
じ
て
い 

わ
が
国
現
行
法
は
、
当
事
者
の
そ
の
よ
う
な
拒
絶
的
態
度
に
対
処
す

る
た
め
の
有
効
な
手
段
を
規
定
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
人
事
訴
訟
事
件
に
は
職
権
探
知
（
人
訴
二
〇
条
）
が
規
定
さ
れ
て
い

る
が
、
裁
判
実
務
で
は
い
わ
ゆ
る
謙
抑
的
職
権
探
知
の
考
え 

支
配
的
で
あ
り
、
職
権
に
よ
る
証
拠
調
べ
も
当
事
者
主
義
が
基
調
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
主
導
に
よ
る
強
制
的
な
鑑
定
は
あ
り
え
な
い
と
解
さ
れ 

そ
こ
で
春
日
教
授
は
、
親
子
関
係
事
件
で
何
ら
か
の
鑑
定

強
制
は
不
可
避
で
あ
り
、
解
釈
論
で
は
も
は
や
限
界
が
あ
り
、
立
法
的
解
決
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た 

新
人
事
訴
訟
法
は
そ
の

種
の
強
制
鑑
定
の
規
定
の
導
入
を
見
送
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
正
さ
れ
た
新
人
訴
法
の
も
と
で
も
、
状
況
は
従
前
と
変
わ
っ
て
い
な 

　

２ 　

�　

筆
者
は
、
ド
イ
ツ
法
の
父
子
関
係
訴
訟
に
関
し
て
若
干
の
研
究
を
行
っ
て
き
た 

本
稿
は
そ
れ
に
続
く
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で

（　

）
１２る
。

（　

）
１３が
、

（　

）
１４情
や

（　

）
１５た
と

（　

）
１６た
。

（　

）
１７が
、

（　

）
１８る
。

（　

）
１９る
。

（　

）
２０方
が

（　

）
２１る
。

（　

）
２２が
、

（　

）
２３い
。

（　

）
２４が
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

七
九
（　
　
　

）

七
九



取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
テ
ー
マ
は
、
右
に
述
べ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
、
相
手
方
に
秘
密
に
、
そ
の
（
監
護
権
者
の
）
同
意
も
な
く
、
父
か
ら
依
頼

を
受
け
た
民
間
業
者
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
外
で
得
た
私
的
な
鑑
定
結
果
に
基
づ
き
、
父
が
子
に
対
し
て
父
子
関
係
否
認
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
上
の
父
が
子
に
対
し
て
、
子
お
よ
び
そ
の
母
が
知
ら
な

い
間
に
行
っ
た
子
の
身
体
組
織
に
つ
い
て
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
結
果
に
基
づ
き
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
（A

nfechtungsklage
der

V
aterschaft

 
                     
          
）

を
提
起
し
た
と
い
う
二
件
の
事
件
で
、
連
邦
裁
第
一
二
民
事
部
は
、
同
じ
二
〇
〇
五
年
一
月
一
二
日
、
ほ
ぼ
同
じ
判
旨
で
、
そ
の
よ
う
な
鑑
定

に
基
づ
く
否
認
原
告
（
父
）
の
請
求
を
棄
却
し
た
原
判
決
を
維
持
し
て
い
る
（B

G
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内
外
の
マ
ス
コ 

み
な
ら
ず
、
学
説
（
後
述
）
の
関
心
も
高
い
事 

あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
判
例
に
関
心
を
も
っ
た
主
た
る
理
由
は
、

第
一
に
、
本
件
で
は
先
の
原
状
回
復
の
訴
え
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
六
四
一
条
�
）
の
研
究
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
件
で
提
出
さ
れ
た
右
鑑
定
は
、
原
告
が
訴
訟
前
に
裁
判
外
で
収
集
し
た
私
鑑
定
（Privatgutachten

               
）
で
あ

る
が
、
私
鑑
定
は
同
条
の
訴
え
の
基
礎
と
な
り
う
る
新
鑑 

し
て
認
め
ら
れ
る
。
第
二
に
、
本
件
の
否
認
原
告
が
秘
密
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
収

集
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
の
は
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
の
申
立
て
に
あ
た
っ
て
、
父
子
関
係
を
疑
わ
せ
る
よ
り
詳
細
な
事
実
、
つ
ま
り
、

「
根
拠
の
あ
る
最
初
の
疑
い
」
を
提
示
す
る
よ
う
否
認
原
告
に
要
求
し
た
先
の
連
邦
裁
判
例
（
一
九
九
八
年
四
月
二
二
日
判
決
）
の
影
響
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
九
八
年
判
決
が
と
る
「
詳
細
説
」
の
考
え
方
は
わ
が
国
で
も
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で

あ
る 

そ
う
す
る
と
、
詳
細
説
の
そ
の
先
の
問
題
に
つ
い
て
も
再
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　

�　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
連
邦
裁
二
〇
〇
五
年
一
月
一
二
日
判
決
の
一
件
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
を
原
審
と
す
る
第
一
事
件
で

は
、
そ
の
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
七
年
二
月
一
三
日
の
判
決
で
、

（　

）
２５ミ
の

（　

）
２６件
で

（　

）
２７定
と

（　

）
２８が
、 ＜
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秘
密
に
収
集
さ
れ
た
遺
伝
学
の
血
縁
鑑
定
を
証
拠
方
法
と
し
て
評
価
す
る
の
を
認
め
な
か
っ
た
連
邦
裁
の
判
断
を
合
憲
と
判
断
し
た
。
そ
の
判

旨
は
、
長
年
の
家
裁
実
務
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
提
出
は
、
父
子
関
係
の
否
認
手
続
に
お
い
て
、
子
の
生
物
学
上
の
父
は

別
の
男
性
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
、
あ
り
え
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
わ
せ
る
事
情
を
申
し
立
て
る
唯
一
の
手
段
で
は
な
い
と
述
べ
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
時
に
、
子
と
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
知
る
男
性
の
権
利
に
は
、
一
定
の
手
続
で
血
縁
関
係
を
解

明
し
確
認
す
る
途
を
開
く
権
利
も
含
ま
れ
お
り
、
立
法
者
が
そ
う
し
た
手
続
を
定
め
て
い
な
い
現
在
の
法
律
状
態
は
、
基
本
法
二
条
一
項
（
人

格
の
自
由
な
発
展
に
つ
い
て
の
権
利
―
筆
者
）
お
よ
び
一
条
一
項
（
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
―
筆
者
）
違
反
が
あ
る
と
指
摘
し
て
、
二
〇
〇
八

年
三
月
三
一
日
ま
で
に
、
子
と
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
知
る
法
律
上
の
父
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
、
法
律
効
果
に
結
び
つ
か
ず
、
も
っ
ぱ

ら
血
縁
関
係
を
確
認
す
る
た
め
の
手
続
規
制
を
定
め
る
よ
う
立
法
者
に
命
じ
て
い
る
（Fam

R
Z

2007,S.441ff.

   
 
                 
）。

　

３　

�　

こ
の
テ
ー
マ
が
右
に
み
た
よ
う
に
す
で
に
立
法
最
前
線
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
最
新
の
立
法
の
動 

含
め
て
研
究
す
る
だ
け

の
余
裕
が
な
い
、
そ
も
そ
も
親
子
や
男
女
の
関
係
、
ま
た
家
族
の
考
え
方
に
関
し
て
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
と
で
は
相
当
に
違
い
が
あ
る
こ 

ど

を
考
え
る
と
、
こ
の
課
題
を
草
す
る
に
は
ま
だ
ま
だ
実
力
不
足
を
感
じ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
種
の
ケ
ー
ス
が
生

じ
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
生
じ
う
る
の
か
も
筆
者
に
は
不
案
内
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
兆
し
は
ま
っ
た
く
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
最
近
の
わ
が
国
下
級
審
判
例
に
お
い
て
も
、
訴
訟
外
で
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
、
私
鑑
定

と
し
て
訴
訟
に
提
出
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
筆
者
が
気
付
い
た
も
の
で
も
、
い
ず
れ
も
下
級
審
（
第
一
審
）
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
�
産
院
で
新
生
児
取
違
え
を
主
張
す
る

両
親
お
よ
び
当
該
長
男
が
そ
の
産
院
を
設
置
し
た
東
京
都
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
提
起
し
た
と
い
う
事 

は
、
訴
訟
外
で
実
施
さ
れ
た

国
立
大
学
医
学
部
教
授
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
（
親
子
関
係
不
存
在
と
い
う
鑑
定
結
果
）
が
、
原
告
ら
に
訴
え
を
提
起
さ
せ
た
決
定
的
誘
引
に
な
っ
て

（　

）
２９向
も

（　

）
３０と
な

（　

）
３１件
で

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

八
一
（　
　
　

）

八
一



い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
�
ま
た
、
既
に
死
亡
し
た
第
三
者
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
る
原
告
が
、
真
実
は
別
の
男
性
（
死
亡
）
の
子
で
あ
る
と
し

て
、
検
察
官
を
被
告
と
し
て
第
三
者
の
認
知
無
効
お
よ
び
死
後
認
知
請
求
を
し
た
事 

は
、
原
告
は
訴
え
提
起
前
に
民
間
会
社
に
依
頼
し
て

死
亡
し
た
同
男
性
の
爪
と
自
ら
の
だ
液
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
（
九
九
・
九
％
の
確
率
で
親
子
関
係
の
存
在
を
証
明
す
る
鑑
定
結
果
）
を
実

施
し
て
い
る
。
�
さ
ら
に
、
戸
籍
上
実
の
姉
で
あ
る
女
性
（
死
亡
）
に
対
す
る
母
子
関
係
存
在
確
認
請
求
で
勝
訴
し
た
女
性
（
判
決
確
定
）
に

対
し
て
検
察
官
が
再
審
請
求
（
証
人
の
偽
証
。
民
訴
三
三
八
条
一
項
七
号
）
を
し
た
と
い
う
事 

は
、
死
亡
し
た
女
性
の
病
理
組
織
標
本
に

つ
い
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
（
母
子
関
係
の
存
在
を
否
定
す
る
鑑
定
結
果
）
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
こ
れ
ら
は
、
本
件
連
邦
裁
の
事
案
の
よ
う
に
、
相
手
方
当
事
者
の
血
液
や
身
体
の
組
織
を
秘
密
に
採
取
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
依
頼

し
た
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
的
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
民
間
会
社
に
よ
っ
て
宣
伝
さ
れ
て

い
る
状
況
は
、
そ
の
具
体
的
な
実
施
状
況
は
知
り
え
な
い
が
、
す
で
に
わ
が
国
で
も
同
様
に
み
ら
れ
る
。
加
え
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
相
手

方
の
拒
絶
的
態
度
に
よ
っ
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
実
施
で
き
な
い
と
い
う
状
況
は
わ
が
国
の
裁
判
実
務
で
も
以
前
か
ら
み
ら
れ
る
。

　

�　

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
の
考
察
の
重
点
は
連
邦
裁
二
〇
〇
五
年
判
決
の
判
旨
の
解
明
に
お
き
、
必
要
な
限
度
で
、
連
邦
憲
裁
二

〇
〇
六
年
の
判
旨
に
も
検
討
を
加
え
る
形
で
進
め
た
い
と
考
え
る
。
最
初
に
、
連
邦
裁
二
〇
〇
五
年
判
決
の
事
案
と
判
旨
を
検
討
す
る
（
二
）。

つ
づ
い
て
、
連
邦
裁
二
〇
〇
五
年
判
決
の
判
旨
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
。
検
討
は
、
本
件
で
提
出
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
私
鑑
定
で

あ
り
、
そ
う
し
た
私
鑑
定
の
収
集
お
よ
び
裁
判
上
の
利
用
の
問
題
を
考
察
す
る
（
三
）。
つ
づ
い
て
、
相
手
方
当
事
者
に
秘
密
で
実
施
・
入
手

さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
に
お
け
る
利
用
可
能
性
の
問
題
を
検
討
す
る
（
四
）。
後
述
す
る
よ
う
に
、
連
邦
裁
二
〇
〇
五
年
判
決
が
原
審

の
判
示
に
従
っ
て
、
違
法
収
集
証
拠
の
理
論
に
依
拠
し
た
判
旨
を
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
判
決

は
右
理
論
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
一
事
件
の
訴
え
は
、
前
訴
請
求
の
棄
却
判
決
確
定
後

（　

）
３２件
で

（　

）
３３件
で

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
号 

八
二
（　
　
　

）

八
二



に
同
じ
父
か
ら
提
起
さ
れ
た
再
訴
の
事
案
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
案
に
お
け
る
再
訴
の
可
能
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
判
旨
を
中
心
に
若
干
の

検
討
を
試
み
る
（
五
）。
最
後
に
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
を
手
掛
か
り
に
、
わ
が
国
の
議
論
へ
の
基
本
的
な
視
点
を
若
干
に
考
え
て
み
る
こ
と
に

す
る
（
六
）。

　
【
付
記
】

　

本
稿
は
、
も
と
も
と
は
、
前
中
央
大
学
法
学
部
教
授
・
現
在
桐
蔭
横
浜
大
学
法
学
部
長
・
小
島
武
司
教
授
が
中
央
大
学
を
今
春
ご
退
職
さ
れ
る
際
に
企
画
さ
れ

た
法
学
新
報
記
念
号
へ
の
掲
載
を
予
定
し
て
書
き
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
諸
般
の
事
情
で
そ
の
締
切
り
に
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
小
島
先

生
、
関
係
者
の
方
々
に
は
大
変
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
小
島
先
生
に
は
い
ま
ま
で
の
学
恩
に
お
礼
申
し
上
げ

る
と
と
も
に
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
、
時
機
に
後
れ
た
論
文
で
は
あ
り
ま
す
が
、
先
生
の
中
央
大
学
ご
退
職
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
献
呈
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
先
生

に
は
今
後
の
い
っ
そ
う
の
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

（
１
）　

倉
田
卓
次
「
父
子
関
係
の
証
明
」
鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座　

８
』
三
五
二
頁
（
日
評
、
一
九
八
一
年
）、
村
重
慶

一
・
梶
村
太
市
編
『
人
事
訴
訟
の
実
務
〔
新
版
〕』
三
七
一
頁
（
村
重
）（
新
日
本
法
規
、
一
九
九
〇
年
）、
春
日
偉
知
郎
「
父
子
関
係
訴
訟
に
お
け
る
立

証
問
題
と
鑑
定
強
制
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
一
〇
九
九
号
七
六
頁
以
下
（
以
下
、「
立
証
問
題
」
と
略
す
）、
井
上
哲
男
「
人
事
訴
訟
と
要
件
事
実
」
伊
藤

滋
夫
・
長
秀
之
『
民
事
要
件
事
実
講
座　

第
２
巻
』
一
〇
〇
頁
以
下
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。
な
お
、
小
山
昇
「
認
知
請
求
訴
訟
に
お
け
る
諸

問
題
」
民
商
四
四
巻
一
号
三
五
頁
以
下
、
特
に
五
一
頁
以
下
は
、
認
知
の
訴
え
で
あ
る
が
、
そ
の
要
証
事
実
は
生
物
学
的
親
子
関
係
で
は
な
く
、
社
会

的
親
子
関
係
と
す
る
考
え
方
を
検
討
さ
れ
る
。「
何
を
も
っ
て
親
子
と
み
る
か
」
と
い
う
同
教
授
の
視
点
（
五
四
頁
）
は
、
親
子
に
関
す
る
最
近
の
議

論
の
先
駆
け
と
も
い
う
べ
き
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
民
法
領
域
の
最
近
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
大
村
敦
志
『
家
族
法
〔
第
二
版
〕』
七
七
頁
以
下
（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
参
照
。

（
２
）　

松
本
秀
雄
『
血
液
型
に
よ
る
親
子
鑑
定
』
一
五
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。
わ
が
国
認
知
訴
訟
に
お
け
る
戦
前
・
戦
後
の
裁
判
所
の

鑑
定
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
石
川
稔
「
判
例
に
お
け
る
父
子
関
係
の
認
定
の
論
理
―
―
認
知
判
例
の
分
析
と
学
説
の
評
価
―
―
」
成
蹊
一
号
二
九
三
頁
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

八
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特
に
三
四
〇
頁
以
下
、
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
判
例
参
照
。

（
３
）　

血
液
型
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
古
畑
種
基
『
血
液
型
と
親
子
鑑
定
指
紋
学
』
一
四
一
頁
以
下
（
武
侠
社
、
一
九
三
〇
年
）、
片
山
金
章
「
認
知
の
訴
え

に
お
け
る
父
子
関
係
の
証
明
」
中
川
善
之
助
教
授
還
暦
記
念
家
族
法
大
系
刊
行
委
員
会
編
『
中
川
善
之
助
教
授
還
暦
記
念
家
族
法
大
系　

�　

親
子
』

七
八
頁
以
下
、
特
に
八
八
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
六
〇
年
）、
上
田
政
雄
「
生
物
学
的
父
子
関
係
認
定
法
の
原
理
と
そ
の
実
際
」
太
田
武
男
編
『
現

代
の
親
子
法
』
二
七
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
）、
木
下
明
「
認
知
の
訴
え
に
お
け
る
父
子
関
係
の
証
明
」
中
川
善
之
助
先
生
追
悼
現
代
家
族

法
大
系
編
集
委
員
会
編
『
中
川
先
生　

追
悼　

現
代
家
族
法
大
系
３
』
四
九
頁
以
下
、
特
に
六
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）、
松
本
博
之
『
人

事
訴
訟
法
』
一
六
四
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
参
照
。

（
４
）　

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
民
事
領
域
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
、
松
倉
耕
作
『
血
統
訴
訟
論
』
一
頁
以
下
（
一
粒
社
、
一
九
九
五
年
）、

同
『
血
統
訴
訟
と
真
実
志
向
』
一
頁
以
下
（
成
分
堂
、
一
九
九
七
年
）、
勝
又
義
直
『
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
』
三
頁
以
下
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五

年
）
を
参
照
、
ま
た
論
文
と
し
て
、
松
倉
耕
作
「
血
統
訴
訟
と
父
子
関
係
の
新
し
い
波
」
判
タ
八
三
七
号
一
九
頁
以
下
、
梶
村
太
市
「
家
裁
実
務
に
お

け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
」
ジ
ュ
リ
一
〇
九
九
号
八
四
頁
以
下
、
南
敏
文
「
講
演　

親
子
関
係
不
存
在
確
認
に
つ
い
て
」
戸
籍
時
報
特
別
増
刊
号
五
九
〇
号
一

頁
以
下
、
八
頁
以
下
、
三
一
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
５
）　

最
高
裁
は
、「
そ
の
科
学
的
原
理
が
理
論
的
正
確
性
を
有
し
、
具
体
的
な
実
施
方
法
も
、
そ
の
技
術
を
習
得
し
た
者
に
よ
り
、
科
学
的
に
信
頼
さ
れ

る
方
法
で
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
」
場
合
に
、「
右
鑑
定
の
証
拠
価
値
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
り
新
た
に
解
明
さ
れ
た
事

項
等
も
加
味
し
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
な
お
、
こ
れ
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
た
原
判
決
は
相
当
で
あ
る
」
と

判
示
し
て
い
る
（
刑
集
五
四
巻
六
号
五
五
〇
頁
、
判
時
一
二
七
二
号
六
頁
、
判
タ
一
〇
四
四
号
七
九
頁
）。
刑
事
訴
訟
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
笹
野
明

義
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
証
拠
能
力
、
証
明
力
―
―
宇
都
宮
地
裁
平
成
五
年
七
月
七
日
判
決
（
判
タ
八
二
〇
号
一
一
七
頁
）」
判
タ
八
九
一
号
四
四
頁
、
浅

田
和
茂
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
」
松
尾
浩
也
・
井
上
正
仁
編
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊　

刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』
一
六
六
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）、
大

野
正
博
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
」
田
口
守
一
・
寺
崎
嘉
博
編
『
判
例
演
習
刑
事
訴
訟
法
』
二
四
七
頁
（
成
分
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
参
照
。

（
６
）　

東
京
高
裁
平
成
六
年
三
月
二
八
日
判
決
判
時
一
四
九
六
号
七
六
頁
・
判
タ
八
五
一
号
二
七
八
頁
。
こ
の
判
例
評
釈
と
し
て
、
梶
村
太
市
「
判
批
」
判

タ
九
三
四
号
三
五
頁
、
水
野
紀
子
「
判
批
」
判
評
四
三
五
号
五
五
頁
、
山
崎
進
・
杉
政
静
夫
「
嫡
出
推
定
の
及
ば
な
い
子
の
範
囲
」
ジ
ュ
リ
一
一
二
四

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
号 

八
四
（　
　
　

）

八
四



号
一
一
六
頁
な
ど
参
照
。

（
７
）　

東
京
高
裁
平
成
七
年
一
月
三
〇
日
判
決
判
時
一
五
五
一
号
七
三
頁
。
こ
の
判
例
評
釈
と
し
て
、
春
日
偉
知
郎
「
父
子
関
係
訴
訟
に
お
け
る
証
明
問
題

と
鑑
定
強
制
（
検
証
協
力
義
務
）」
曹
時
四
九
巻
二
号
二
九
九
頁
以
下
、
三
三
八
頁
（
以
下
、「
鑑
定
強
制
」
と
略
す
）、
梶
村
太
市
「
判
批
」
判
タ
九

四
五
号
一
八
二
頁
、
倉
田
卓
治
「
親
子
関
係
不
存
在
確
認
と
不
貞
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
け
る
証
明
の
程
度
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
七

〈
上
〉
一
二
二
頁
な
ど
参
照
。

（
８
）　

注
６
お
よ
び
注
７
に
引
用
し
た
二
件
の
東
京
高
裁
判
決
に
つ
い
て
、
梶
村
太
市
「
嫡
出
子
否
認
の
訴
え
と
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
―
―
嫡
出

推
定
排
除
と
科
学
的
証
拠
に
関
す
る
最
近
の
東
京
高
裁
の
二
判
決
を
素
材
と
し
て
―
―
」
判
タ
九
三
四
号
三
五
頁
参
照
。

（
９
）　

大
分
地
裁
平
成
九
年
一
一
月
一
二
日
判
決
判
タ
九
七
〇
号
二
二
五
頁
。
そ
の
評
釈
と
し
て
、
松
倉
耕
作
「
真
実
の
血
縁
関
係
の
存
在
を
無
視
で
き
る

か
」
判
タ
九
七
九
号
四
〇
頁
、
松
川
正
毅
「
父
子
関
係
の
存
在
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
九
〈
上
〉
六
八
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

福
岡
高
裁
平
成
一
〇
年
五
月
一
四
日
判
決
判
タ
九
七
七
号
二
二
八
頁
。
そ
の
評
釈
と
し
て
、
本
山
敦
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ
る
父
子
関
係
の
否
定
」
ジ
ュ

１０
リ
一
一
五
六
号
一
四
一
頁
。

（　

）　

東
京
高
裁
平
成
一
〇
年
八
月
二
六
日
判
決
判
タ
一
〇
二
五
号
二
六
六
頁
。
そ
の
評
釈
と
し
て
、
松
倉
耕
作
「
母
子
関
係
の
否
定
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
」
私

１１
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
〇
〇
一
〈
上
〉
一
八
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

梶
村
・
前
掲
論
文
（
注
４
）
八
六
頁
は
、
現
実
の
家
裁
実
務
で
は
、
供
述
証
拠
だ
け
で
二
三
条
審
判
（
家
審
二
三
条
）
が
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と

１２
ん
ど
で
あ
り
、
鑑
定
の
実
施
な
し
に
終
了
す
る
事
件
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。
松
原
正
明
「
家
事
事
件
に
お
け
る
親
子
鑑
定
の
実
情
」
自
正
四
四
巻
六
号

四
一
頁
以
下
は
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
親
子
鑑
定
が
実
施
さ
れ
な
い
か
を
分
析
す
る
。

　

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
春
日
・
立
証
問
題
八
三
頁
注
６
参
照
）、
裁
判
実
務
に
お
け
る
鑑
定
の
実
施
率
は
一
般
的
に
高
く
な
い
。
最
近
の
人

事
訴
訟
で
も
同
様
で
あ
り
、
例
え
ば
、
平
成
一
七
年
の
人
事
を
目
的
と
す
る
第
一
審
訴
訟
既
済
事
件
八
九
〇
二
件
中
、
鑑
定
が
実
施
さ
れ
た
の
は
一
五

六
件
（
一
・
八
％
）
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
『
司
法
統
計
年
報　

３　
家
事
編　

平
成
一
七
年
』
七
七
頁
（
法
曹
会
、
二
〇
〇
六
年
）。

（　

）　

少
し
従
前
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
野
村
豊
弘
・
本
山
敦
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
親
子
鑑
定
を
目
的
と
す
る
遺
体
の
発
掘
を
め
ぐ
っ
て
」
判
タ
九
七
九
号
二
六
頁
、

１３
特
に
三
二
頁
以
下
、
三
六
頁
注
２
に
引
用
さ
れ
た
判
例
な
ど
を
参
照
。
そ
れ
以
降
の
判
例
は
、
前
掲
注　

、　

、
後
掲
注　

、　

、　

、　

の
判
例
参

１０

１１

１６

３１

３２

３３

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

八
五
（　
　
　

）

八
五



照
。

（　

）　

英
国
の
遺
伝
学
者
ジ
ェ
フ
リ
ー
ズ
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
指
紋
を
雑
誌
に
発
表
し
た
の
は
、
一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
年
）
で
あ
る
。
勝
又
・
前
掲
書
三
頁
。

１４
（　

）　

ド
イ
ツ
の
下
級
新
判
例
で
あ
る
が
、
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
一
九
九
一
年
七
月
二
二
日
決
定
（D

AVorm
1991,S.763ff.

 
 
    
               
）
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
実
施
し

１５
た
場
合
の
当
事
者
の
手
続
費
用
の
負
担
を
理
由
に
し
て
、
そ
れ
を
実
施
し
な
か
っ
た
。

（　

）　

た
と
え
ば
、
村
重
・
梶
村
編
・
前
掲
書
（
注
１
）
三
七
五
頁
（
村
重
）。
判
旨
か
ら
そ
の
よ
う
な
事
態
が
う
か
が
え
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
�
東
京

１６
高
裁
昭
和
五
七
年
六
月
三
〇
日
判
決
判
タ
四
七
八
号
一
一
九
頁
（
認
知
請
求
控
訴
事
件
で
被
告
控
訴
人
・
父
）、
�
東
京
地
裁
平
成
二
年
一
〇
月
二
九

日
判
決
判
タ
七
六
三
号
二
六
〇
頁
（
親
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
事
件
で
、
被
告
・
子
と
母
）、
�
福
島
地
裁
郡
山
支
判
決
平
成
五
年
三
月
二
六
日
家

月
四
七
巻
一
〇
号
五
〇
頁
（
六
二
頁
）（
最
高
裁
平
成
七
年
七
月
一
四
日
判
決
の
第
一
審
判
決
）（
血
縁
上
の
父
と
主
張
す
る
者
か
ら
の
親
子
関
係
不
存
在

確
認
請
求
事
件
で
、
被
告
で
あ
る
嫡
出
子
と
そ
の
戸
籍
上
の
父
）、
�
東
京
高
裁
平
成
七
年
一
月
三
〇
日
判
決
判
時
一
五
五
一
号
七
三
頁
（
親
子
関
係

不
存
在
確
認
請
求
控
訴
事
件
の
被
告
・
父
）、
�
千
葉
地
裁
佐
倉
支
部
判
決
平
成
九
年
八
月
二
八
日
判
時
一
六
五
五
号
一
三
六
頁
（
一
三
七
頁
）（
東
京

高
裁
平
成
一
〇
年
三
月
一
〇
日
判
決
判
時
一
六
五
五
号
一
三
五
頁
の
第
一
審
判
決
）（
父
と
主
張
す
る
者
か
ら
の
親
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
事
件
で
、

被
告
で
あ
る
子
と
戸
籍
上
の
父
）
な
ど
が
あ
る
。

（　

）　V
gl.C

.R
ittner/N

.R
ittner,U

nerlaub
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
現
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
を
宣
伝
す
る
民
間
会
社
（
た
と
え
ば
、
株
式
会
社
ロ
ー
カ
ス
）
も
、
人
の
毛
髪
、

精
液
、
血
液
、
組
織
細
胞
だ
け
で
な
く
、
物
品
に
つ
い
た
体
液
や
、
歯
ブ
ラ
シ
に
つ
い
た
だ
液
、
髭
剃
後
の
髭
か
す
な
ど
か
ら
も
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
抽
出
で
き

る
と
し
て
い
る
。

（　

）　

そ
の
解
説
と
し
て
、
日
本
法
医
学
会
「
親
子
鑑
定
に
つ
い
て
の
指
針
（
一
九
九
九
）
解
説
」
日
本
法
医
学
会
五
三
巻
二
号
二
四
七
頁
以
下
。
こ
の
ほ

１８
か
、
文
部
科
学
省
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
二
〇
〇
一
年
三
月
二
九
日
）、
遺
伝
医
学
関
連
学
会
「
遺
伝
学
検
査
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
〇
三
年
八
月
。
た
だ
し
、
親
子
関
係
な
ど
の
法
医
学
Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査
は
対
象
外
に
し
て
い
る
）、
勝
又
・
前
掲
書
（
注

４
）
二
六
九
以
下
に
引
用
さ
れ
た
資
料
な
ど
参
照
。

（　

）　

春
日
教
授
は
、
鑑
定
の
拒
否
か
ら
直
ち
に
親
子
関
係
の
存
在
を
推
認
で
き
る
経
験
則
は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
こ
の
事
案
で
は
、
証
明
妨
害
ま
た
は

１９ ＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
号 

八
六
（　
　
　

）

八
六



事
案
解
明
義
務
の
考
え
方
を
適
用
し
、
証
拠
提
出
責
任
を
転
換
し
て
嫡
出
推
定
の
排
除
を
認
め
て
よ
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
春
日
・
鑑
定
強
制
（
注

７
）
曹
時
四
九
巻
二
号
三
三
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
鑑
定
を
拒
否
す
る
態
度
が
、
被
告
の
母
の
供
述
の
信
憑
性
に
つ
い
て
か
な
り

強
い
疑
い
を
抱
か
せ
る
も
の
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は
、
村
重
・
梶
村
編
・
前
掲
書
（
注
１
）
三
八
〇
頁
（
村
重
）。

（　

）　

高
橋
宏
志
（
司
会
）
ほ
か
「
研
究
会　

人
事
訴
訟
法
の
基
本
構
造
」
高
橋
宏
志
・
高
田
裕
成
編
「
新
し
い
人
事
訴
訟
法
と
家
庭
裁
判
所
実
務
」
ジ
ュ

２０
リ
二
〇
〇
三
・
一
二
・
二
五
臨
時
増
刊
号
・
一
二
五
九
号
五
九
頁
以
下
（
高
田
発
言
・
高
橋
発
言
・
小
野
瀬
発
言
・
阿
部
発
言
）
参
照
。
同
旨
を
説
く

も
の
と
し
て
、
野
田
愛
子
・
安
倍
嘉
人
編
『
人
事
訴
訟
法
』
一
五
六
頁
以
下
（
梶
村
太
市
）（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）、
石
田
敏
明
編
著
『
新

人
事
訴
訟
法　

要
点
解
説
と
Ｑ
＆
Ａ
』
九
二
頁
以
下
（
石
田
）（
新
日
本
法
規
、
二
〇
〇
四
年
）。

（　

）　

家
裁
実
務
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
梶
村
・
前
掲
論
文
（
注
４
）
八
五
頁
以
下
、
南
・
前
掲
講
演
（
注
４
）
八
頁
以
下
な
ど
参

２１
照
。

（　

）　

す
で
に
昭
和
三
〇
年
台
、
加
藤
判
事
は
、
当
時
の
科
学
の
進
歩
程
度
で
は
真
実
を
誤
る
こ
と
な
く
親
子
関
係
の
存
否
を
認
定
す
る
の
は
極
め
て
困
難

２２
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
）
を
引
用
し
て
、
関
係
者
か
ら
一
定
の
血
液
採
取
を
拒
み
得
な
い
よ
う
に
義
務
づ

け
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
令
造
『
人
事
訴
訟
手
続
法
詳
解
』
一
七
〇
頁
、
一
八
三
頁
（
大
同
書
院
出
版
、
一
九
五
八
年
）、
同

『
実
務
人
事
訴
訟
手
続
法
』
六
四
頁
、
一
六
六
頁
（
判
タ
社
、
一
九
六
四
年
）。

　

実
体
法
の
領
域
に
お
い
て
も
、
家
事
調
停
・
家
事
審
判
に
お
い
て
科
学
鑑
定
の
積
極
的
利
用
と
と
も
に
、
家
裁
の
鑑
定
実
施
命
令
に
当
事
者
が
従
わ

な
か
っ
た
と
き
は
、
鑑
定
申
請
者
の
主
張
事
実
を
真
実
擬
制
す
る
旨
規
定
を
設
け
る
よ
う
提
案
す
る
の
は
、
二
宮
周
平
「
父
と
は
誰
か
―
―
嫡
出
推
定

お
よ
び
認
知
制
度
改
革
私
案
―
―
」
立
命
二
四
九
号
（
一
九
九
六
年
五
号
）
九
六
三
頁
以
下
、
九
八
九
頁
以
下
。

（　

）　

こ
の
問
題
を
検
討
し
た
先
駆
的
な
文
献
と
し
て
、
池
田
辰
夫
「
演
習
」
法
学
教
室
一
〇
一
号
九
〇
頁
、
春
日
・
鑑
定
強
制
二
九
九
頁
以
下
、
同
・
立

２３
証
問
題
七
六
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

豊
田
「
父
子
関
係
事
件
に
お
け
る
新
し
い
鑑
定
に
よ
る
再
審
の
訴
え
―
―
ド
イ
ツ
民
訴
法
六
四
一
条
ｉ
に
関
す
る
判
例
理
論
の
検
討
―
―（
一
）（
二
・

２４
完
）」
修
道
二
三
巻
二
号
二
四
九
頁
以
下
、
同
二
四
巻
一
号
三
一
頁
以
下
（
以
下
、「
再
審
の
訴
え
」
と
略
す
）、
同
「
ド
イ
ツ
父
子
関
係
訴
訟
に
関
す

る
一
考
察
」
青
山
善
充
ほ
か
編
『
石
川
明
先
生
古
稀
祝
賀　

現
代
社
会
に
お
け
る
民
事
手
続
法
の
展
開　

上
巻
』
五
四
七
頁
以
下
（
商
事
法
務
、
二
〇

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

八
七
（　
　
　

）

八
七



〇
二
年
）（
以
下
、「
父
子
関
係
訴
訟
」
と
略
す
）。

（　

）　V
gl.M

.W
ellenhoffer,D
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prozessual
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V
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ertbarkeit
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m
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   sgutachten,Fam
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わ
が
国
の
マ
ス
コ
ミ

２５
で
は
、
読
売
新
聞
二
〇
〇
五
年
一
月
一
七
日
付
け
朝
刊
記
事
参
照
。

（　

）　

わ
が
国
で
は
、
勝
又
・
前
掲
書
（
注
４
）
二
二
〇
頁
が
す
で
に
引
用
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
春
日
教
授
は
、
本
年
・
平
成
一
九
年
五
月
二
〇
日
に
開

２６
催
さ
れ
た
第
七
七
回
日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
民
事
裁
判
に
お
け
る
情
報
の
開
示
・
保
護
」
の
報
告
「
問
題
の
全
体
状
況
と
主
張
・
立

証
過
程
に
お
け
る
開
示
」（
大
会
次
第
二
〇
頁
）
に
お
い
て
、
同
判
決
、
お
よ
び
後
掲
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
紹
介
さ
れ
た
。

（　

）　

民
訴
法
六
四
一
条
ｉ
に
い
う
新
鑑
定
は
、
原
則
と
し
て
訴
え
提
起
時
に
提
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
私
鑑
定
で
足
り
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
私
鑑

２７
定
に
基
づ
く
同
条
の
訴
え
提
起
の
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
連
邦
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
豊
田
・
再
審
の
訴
え
修
道
二
三
巻
二
号
二
七
二
頁

の
表
に
ま
と
め
て
い
る
。

（　

）　

豊
田
「
職
権
探
知
主
義
に
関
す
る
一
考
察
―
―
ド
イ
ツ
嫡
出
否
認
訴
訟
に
み
る
訴
え
の
申
立
て
の
具
体
化
責
任
―
―
」
小
島
武
司
先
生
古
稀
記
念
論

２８
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
小
島
武
司
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

民
事
司
法
の
法
理
と
政
策
』（
商
事
法
務
、
近
刊
）（
以
下
、「
職
権
探
知
主
義
」
と
略
す
）。

（　

）　

父
子
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
立
法
の
動
き
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
の
全
体
の
動
向
ま
で
検
討
す
る
余
裕
が
な
い
こ
と
を
お
詫
び

２９
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
、
法
律
上
の
父
で
は
な
く
、
生
物
学
上
の
父
に
も
父

子
関
係
を
否
認
す
る
権
限
を
明
文
化
し
た
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
六
〇
〇
条
一
項
二
号
）。
こ
の
法
改
正
を
導
い
た
連
邦
憲
法
裁

判
所
二
〇
〇
三
年
四
月
九
日
決
定
（Fam

R
Z

2003,S.816ff.

   
 
                 
）、
ま
た
法
改
正
後
の
連
邦
裁
二
〇
〇
六
年
一
二
月
六
日
判
決
（Fam

R
Z

2007,S.538ff.

   
 
                 
）

な
ど
を
参
照
。

（　

）　

内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所
編
『
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
家
族
生
活
―
―
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
―
―
』
二
三
頁
以
下
、
特
に
一
五
一
頁
以
下
の

３０
分
析
（
国
立
印
刷
局
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（　

）　

東
京
地
裁
平
成
一
七
年
五
月
二
七
日
判
決
判
時
一
九
一
七
号
七
〇
頁
。

３１
（　

）　

東
京
地
裁
平
成
一
三
年
二
月
二
〇
日
判
決
判
タ
一
〇
七
二
号
二
二
七
頁
。

３２
（　

）　

新
潟
地
裁
高
田
支
部
平
成
一
五
年
五
月
二
五
日
判
決
判
時
一
八
三
五
号
一
一
一
頁
、
お
よ
び
判
時
一
八
三
五
号
一
一
一
頁
解
説
参
照
。

３３

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
号 

八
八
（　
　
　

）

八
八



二　

相
手
方
に
秘
密
に
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
基
づ
く
父
子
関
係
否
認
訴
訟

１　

連
邦
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
一
月
一
二
日
判
決

　

最
初
に
、
二
つ
の
事
件
の
事
案
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

�　

第
一
事
件　

こ
れ
は
、
父
Ｘ
か
ら
認
知
し
た
子
Ｙ
に
対
し
て
、
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
（
ド
イ
ツ
民
法
（
以
下
、「
民
法
」
と
い
う
）

一
六
〇
〇
条
ｂ
）
が
、
再
度
、
提
起
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
（
以
下
、
こ
れ
を
「
第
一
事
件
」
と
い
う
）。
Ｘ
は
、
生
殖
能
力
が
弱
い
と

の
鑑
定
に
基
づ
き
、
Ｙ
に
対
し
最
初
の
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
（A

nfechtungsklage
der

Vaterschaft

 
                     
          
）（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
を
提
起

し
た
が
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
が
確
定
し
た
。
そ
の
後
Ｘ
は
、
自
身
の
だ
液
と
Ｙ
が
噛
ん
だ
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
を
鑑
定
試
料
と
し
て
、

私
的
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
依
頼
し
て
、
一
〇
〇
％
の
確
実
性
を
も
っ
て
Ｘ
は
Ｙ
の
父
で
は
あ
り
え
な
い
と
の
鑑
定
結
果
を
得
た
。
し
か
し
、
こ
の

私
鑑
定
実
施
の
依
頼
に
つ
い
て
は
、
単
独
監
護
権
を
も
つ
Ｙ
の
母
Ａ
は
そ
れ
を
知
ら
ず
、
こ
の
鑑
定
は
Ａ
の
同
意
な
し
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
本
件
父
子
関
係
否
認
訴
訟
に
お
い
て
、
Ａ
は
Ｙ
の
法
定
代
理
人
と
し
て
、
右
鑑
定
の
利
用
に
対
し
て
異
議
を
申
し

立
て
た
。
第
一
審
は
請
求
棄
却
。
Ｘ
の
控
訴
に
対
し
て
、
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
九
日
判
決
（B

G
H

Z
162,

S.

 
 
 
 
         

1ff.=Fam
R

Z
2004,S.481f.=N

JW
2004,

        
 
                  
  
       S.449ff.

        
）
は
、
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
そ
れ
を
棄
却
し
た
。

　

�
本
件
訴
え
は
、
前
訴
の
最
終
口
頭
弁
論
後
に
生
じ
た
新
し
い
事
情
、
つ
ま
り
、
裁
判
外
で
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関
係
証
拠
に
よ
れ
ば
、

Ｘ
は
父
子
関
係
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
、
別
の
生
活
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
点
に
お
い
て
、
適
法
な
訴
え
で
あ
る
。
�
し
か
し
、
提
出
さ
れ

た
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関
係
証
拠
（D

N
A

-Vaterschaftsnachw
eis

 
 
 
  
                
   
）
は
、
父
子
関
係
に
疑
問
を
生
じ
さ
せ
、
か
つ
、
非
嫡
出
の
血
縁
関
係
の
可
能
性

を
、
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
わ
せ
る
の
に
は
適
さ
な
い
。
そ
れ
は
、「
血
縁
鑑
定
の
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
違

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

八
九
（　
　
　

）

八
九



反
し
て
、
検
査
対
象
の
人
物
の
同
一
性
、
お
よ
び
、
検
査
試
料
が
当
事
者
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
な
い
。
�
秘
密

に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関
係
証
拠
は
、
Ｙ
の
遺
伝
学
上
の
試
料
が
違
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
訴
訟
に
お
い
て
は
利

用
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
（
基
本
法
二
条
一
項
）
と
し
て
現
れ
る
子
の
一
般
的
人
格
権
を
侵
害
し
て
い
る
。
�
Ｙ

の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
侵
襲
は
、
父
子
関
係
の
存
否
を
知
る
Ｘ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
正
当
化
さ
れ
な
い
。

　

�　

第
二
事
件　
　

も
う
一
件
は
、
本
件
の
被
告
Ｙ
の
懐
胎
期
間
中
に
そ
の
母
Ａ
と
性
交
渉
の
あ
っ
た
男
性
Ｘ
が
Ｙ
を
認
知
し
、
そ
の
後
に

Ｘ
は
、
自
ら
の
だ
液
と
、
Ｘ
の
姉
Ｂ
が
ダ
ニ
駆
除
を
し
た
際
に
Ｙ
の
頭
皮
か
ら
抜
け
た
毛
髪
に
つ
い
て
私
鑑
定
を
依
頼
し
、
そ
の
鑑
定
に
よ
り

Ｘ
の
父
子
関
係
を
明
ら
か
に
否
定
す
る
事
情
を
初
め
て
知
っ
た
と
し
て
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
を
提
起
し
た
と

い
う
事
案
で
あ
る
（
以
下
、
こ
れ
を
「
第
二
事
件
」
と
い
う
）。
Ｙ
は
毛
髪
の
出
所
を
争
い
、
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
侵
害
と
し
て
鑑

定
の
利
用
に
反
対
し
た
。
第
一
審
は
Ｘ
の
請
求
棄
却
、
Ｘ
の
控
訴
に
対
し
て
原
審
・
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
高
裁
二
〇
〇
三
年
三
月
六
日
判
決
は
、

大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
そ
れ
を
棄
却
し
た
（Fam

R
Z

2003,S.944ff.=O
LG

-N
L

2003,S.
   
 
                  
  
  
          110ff.

      
）。

　

�
Ｘ
の
訴
え
は
有
理
性
（schlüssig

         
）
を
欠
い
て
い
る
。
Ｘ
は
、
Ｙ
と
は
血
縁
関
係
が
な
い
と
申
し
立
て
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
血
縁
関
係

が
な
い
と
思
わ
せ
る
具
体
的
な
手
掛
か
り
（konkrete

A
nhaltspunkte

          
            
）
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｙ
と
似
て
い
な
い
と
い
う
主
張

で
は
、
ま
だ
血
縁
関
係
が
異
な
る
こ
と
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
�
そ
れ
以
外
の
事
情
は
な
く
、
Ｘ
提
出
の
私
鑑
定
も
、
訴

え
の
有
理
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
鑑
定
の
結
果
は
、
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事
情
に
は
な
り
う
る
が
、
そ
の
利
用
は
Ｙ
の
人

格
権
を
不
当
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
手
続
に
お
い
て
は
利
用
で
き
な
い
。
鑑
定
は
、
Ｙ
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
（
基
本
法
二

条
一
項
と
結
び
つ
い
た
一
条
一
項
）
に
違
反
し
、
違
法
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
父
子
関
係
を
知
る
と
い
う
Ｘ
の
利
益
よ
り
も
、

子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
が
優
先
す
る
。
�
人
格
権
に
違
反
し
て
取
得
さ
れ
た
知
識
や
証
拠
方
法
の
裁
判
上
の
利
用
は
、
原
則
と
し
て

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
号 

九
〇
（　
　
　

）

九
〇



基
本
権
（
基
本
法
一
条
一
項
・
二
条
一
項
）
に
対
す
る
介
入
で
あ
り
、
そ
れ
が
正
当
化
で
き
る
か
は
、
利
用
に
反
対
す
る
人
格
権
と
、
利
用
を

支
持
す
る
挙
証
者
の
利
益
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
、
Ｘ
の
介
入
は
正
当
で
な
い
。

２　

連
邦
裁
判
所
の
判
旨

　

各
事
件
と
も
そ
れ
ぞ
れ
否
認
原
告
に
、
原
審
は
上
告
許
可
を
認
め
て
い
る
。
二
件
に
対
す
る
連
邦
裁
の
判
旨
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
（
第
一
事

件
の
判
旨
はB

G
H

Z
162,S.1ff.=Fam

R
Z

2005,S.340

 
 
 
                  
 
              ff=M

D
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2005,S.632f.=N
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           97ff.

     
第
二
事
件
の
判
旨
はFam

R
Z

2005,

 
  
 
        

S.342ff.

         
を
参
照
）、
連
邦
裁
は
、
否
認
原
告
か
ら
の
上
告
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
判
決
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
事
件
の
連
邦
裁
の
判
旨
の
概
要

は
、
筆
者
が
理
解
す
る
限
り
で
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

�　

連
邦
裁
は
、
最
初
に
、
原
審
お
よ
び
第
一
審
が
本
件
・
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
の
再
訴
を
適
法
と
し
た
点
に
問
題
は
な
い
と
す
る
。

連
邦
裁
は
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
は
、
二
〇
〇
一
年
当
時
に
Ｘ
は
生
殖
能
力
が
弱
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
否
認
の
訴
え
提
起
に
必
要
な
「
最

初
の
疑
い
（A

nfangsverdacht

 
              
）」
を
基
礎
づ
け
る
の
に
適
さ
な
い
と
い
う
判
断
に
及
ぶ
が
、
Ｘ
の
父
子
関
係
を
排
除
す
る
、
裁
判
外
で
収
集

さ
れ
た
本
件
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
別
の
新
し
い
生
活
関
係
で
あ
る
、
と
す
る
原
審
の
判
示
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

　

�　

つ
ぎ
に
連
邦
裁
は
、
先
例
で
あ
る
一
九
九
八
年
四
月
二
二
日
判
決
と
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
を
引
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
先
例

に
よ
る
と
、
Ｘ
は
Ｙ
の
父
で
は
な
い
、
裁
判
所
に
お
け
る
専
門
家
の
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
父
子
関
係
は
否
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
単
な
る

申
立
て
で
は
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
に
と
っ
て
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
、
む
し
ろ
Ｘ
は
、
客
観
的
み
る
と
、
父
と
み
な
さ
れ
る
Ｘ
と

Ｙ
と
の
血
縁
関
係
に
疑
問
を
生
じ
さ
せ
、
か
つ
、
他
男
と
Ｙ
と
の
血
縁
関
係
の
可
能
性
を
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
わ
せ
る
に

足
り
る
だ
け
の
事
情
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
連
邦
裁
は
、
本
件
の
訴
え
は
す
で
に
そ
れ
を
欠
い
て
お
り
、「
最
初
の
疑
い
」

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

九
一
（　
　
　

）

九
一



を
基
礎
づ
け
る
事
情
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
要
件
が
必
要
か
に
つ
い
て
ま
で
も
判
断
す
る
必
要
が
な
い
、
と
指
摘
す
る
。

　

�　

連
邦
裁
に
よ
る
と
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
実
施
の
事
後
的
承
認
と
そ
の
利
用
の
同
意
に
つ
い
て
、
Ｙ
の
母
で
、
法
定
代
理
人
の
Ａ
が
そ
れ
を
拒

絶
し
た
こ
と
で
、「
最
初
の
疑
い
」
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
否
認
の
訴
え
が
有
理
性
の
あ
る
も
の
に
な
る
こ
と
は
な
い
し
、
そ
れ
は
証
明
妨
害
に

も
な
ら
な
い
。
こ
の
際
に
連
邦
裁
は
、
母
ま
た
は
子
が
（
法
律
上
の
）
父
の
申
立
て
に
基
づ
く
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
へ
の
協
力
を
拒
絶
し
た
態
度
を
と
っ

た
だ
け
で
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
、
父
子
関
係
の
不
存
在
の
た
め
の
十
分
な
最
初
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
ム
ッ
ト
シ
ュ

ラ
ー
（D

.M
utschler

 
   
        
）
説
を
引
用
し
て
、
し
か
し
、
そ
の
説
に
は
従
え
な
い
と
述
べ
る
。
母
Ａ
の
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、
消
極
的
な
情
報
に

関
す
る
自
己
決
定
権
の
結
果
で
あ
り
、
仮
に
裁
判
外
の
鑑
定
へ
の
協
力
の
拒
絶
に
よ
っ
て
訴
え
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
自
己
決
定
権
は

骨
抜
き
に
な
り
、
右
基
本
権
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
情
報
は
、
関
係
者
の
意
思
に
反
す
る
た
め
に
任
意
開
示
が
事
前
に
拒
否
さ
れ
た
と
き
は
、

常
に
、
裁
判
所
の
証
拠
調
べ
に
お
い
て
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な
ろ
う
。
本
件
で
は
、
違
法
に
収
集
さ
れ
た
情
報
の

利
用
に
つ
い
て
、
Ａ
の
事
後
的
な
同
意
の
拒
絶
は
、
い
っ
そ
う
の
こ
と
、
否
認
の
訴
え
を
開
く
た
め
の
事
情
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
法

律
は
、
血
縁
関
係
の
確
認
の
た
め
の
検
査
に
従
う
べ
き
義
務
を
、
一
定
の
要
件
が
あ
る
と
き
に
の
み
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
要
件
を

肯
定
す
る
た
め
に
拒
絶
的
態
度
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

�　

連
邦
裁
は
、
秘
密
に
入
手
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
提
出
も
、
そ
の
よ
う
な
事
情
の
主
張
に
適
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
す
る
。
�
提

出
さ
れ
た
だ
液
試
料
が
Ｙ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
原
審
が
証
人
尋
問
を
実
施
し
な
か
っ
た
点
、
ま
た
第
二
の
試
料
は
Ｘ
に
由
来
す
る

こ
と
に
つ
き
、
原
審
は
証
明
が
な
い
と
し
た
点
に
対
す
る
Ｘ
の
上
告
の
非
難
を
退
け
た
う
え
で
、
連
邦
裁
は
、
仮
に
鑑
定
人
が
そ
の
調
査
を
す

る
こ
と
が
確
か
だ
と
し
て
も
、
右
鑑
定
は
、
原
審
が
正
し
く
指
摘
す
る
理
由
か
ら
、
父
子
関
係
の
否
認
手
続
に
お
い
て
、
証
拠
方
法
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
当
事
者
の
申
立
て
と
し
て
も
、
利
用
で
き
な
い
と
す
る
。
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�
ま
た
連
邦
裁
は
、
原
審
の
判
断
は
、
Ｙ
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
侵
害
と
い
う
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
点
で
不
当
で
あ
り
、
血
縁

関
係
の
確
認
は
Ｙ
に
と
っ
て
も
保
護
す
べ
き
利
益
と
な
り
、
そ
れ
は
Ｘ
の
利
益
に
も
重
な
る
、
と
す
る
Ｘ
の
上
告
の
主
張
に
対
し
て
も
、
そ
れ

は
成
功
し
な
い
と
退
け
る
。
な
る
ほ
ど
、
Ｙ
は
基
本
法
上
保
護
さ
れ
た
自
ら
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
知
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｙ

が
そ
の
権
利
を
行
使
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
利
益
を
主
張
す
る
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
Ｙ
ま
た
は
法
定
代
理
人
Ａ
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
り

わ
け
、
Ｘ
の
子
と
し
て
の
法
律
上
の
地
位
を
問
題
に
し
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
も
、
Ｙ
の
利
益
は
保
護
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の

遺
伝
上
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
知
る
子
の
権
利
は
、
血
縁
関
係
に
つ
い
て
知
ら
ず
に
お
く
権
利
も
含
む
も
の
で
あ
る
。

　

�
さ
ら
に
、
Ｙ
の
法
定
代
理
人
Ａ
は
そ
の
拒
絶
に
よ
り
、
Ｙ
の
利
益
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
利
己
的
な
自
身
の
利
益
だ
け
を
追
求
し
て
い
る

の
で
あ
る
、
と
い
う
Ｘ
の
上
告
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
連
邦
裁
は
、
上
告
法
に
お
い
て
、
そ
れ
は
新
し
い
申
立
て
で
あ
っ
て
、
し
ん
酌
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
判
示
す
る
。

　

�　

連
邦
裁
は
、
Ｙ
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
は
、
父
子
関
係
の
不
存
在
確
認
に
つ
い
て
の
Ｘ
の
利
益
に
劣
位
し
て
は
な
ら
な
い
と
し

た
原
審
の
比
較
衡
量
も
、
維
持
で
き
る
と
す
る
。

　

�　

連
邦
裁
に
よ
る
と
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
個
人
識
別
マ
ス
タ
ー
（D

N
A

-Identifizierungsm
uster

 
 
 
                  
     
）
の
検
査
お
よ
び
利
用
は
、
こ
こ
で
は
情
報
に
関

す
る
自
己
決
定
権
と
い
う
形
で
現
れ
る
人
格
権
（
基
本
法
一
条
一
項
・
二
条
一
項
）
を
侵
害
す
る
。
人
格
権
は
、
社
会
全
体
の
優
越
的
な
利
益

の
た
め
に
の
み
、
か
つ
、
相
当
性
原
則
（Verhältnism

äßigkeit

 
          
        
）
を
尊
重
し
た
う
え
で
、
法
律
に
よ
り
、
ま
た
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
、
制

限
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
公
益
保
護
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
以
上
に
そ
の
制
限
が
及
ん
で
は
な
ら
な
い
。
こ
の
基
本
権
に
ど
の
よ
う
な
価
値

を
お
く
べ
き
か
は
、
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
八
一 

よ
び
Ｄ
Ｎ
Ａ
識
別
確
認
法
二
条
（
有
罪
判
決
を
受
け
た
犯
罪
行
為
者
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
個
人
識
別
マ
ス
タ
ー
の
確
認
お
よ
び
保
管
は
、
重
大
な
意
味
を
も
つ
犯
罪
行
為
に
基
づ
き
、
そ
の
者
に
対
し
て
将
来
新
た
な
刑
事
手
続
が
実

（
１
）
条
お

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

九
三
（　
　
　

）

九
三



施
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
、
認
め
ら
れ
る
）
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
連
邦
裁
は
、
国
際
法
レ
ヴ
ェ

ル
に
お
け
る
人
権
規
定
（
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
の
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
お
よ
び
人
権
に
関
す
る
ユ
ネ
ス
コ
一
般
声
明
五
条
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同

体
憲
章
第
二
章
六
八
条
（A

rt.

 
   

�
68   

）、
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
協
定
（E

M
RK

 
 
 
 

）
八
条
（
家
庭
と

婚
姻
の
保
護
）、
子
供
の
人
権
に
関
し
て
は
、
一
九
八
九
年
一
一
月
二
〇
日
の
国
連
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
八
条
・
一
六
条
）
を
指
摘
し
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
（G

enom

 
    

）
の
検
査
を
、
原
則
と
し
て
そ
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
か
か
ら
せ
、
人
間
の
基
本
権
保
護
に
役
立

つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

�　

そ
の
よ
う
な
基
本
権
の
保
護
は
、
裁
判
手
続
に
お
い
て
証
拠
ま
た
は
知
識
を
利
用
す
る
場
合
に
も
、
刑
事
訴
訟
ま
た
は
民
事
訴
訟
を
問

わ
ず
、
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
裁
判
官
は
、
憲
法
の
要
請
に
基
づ
き
、
民
事
法
の
規
定
の
適
用
が
、
個
別
的
事
案
で
基
本

法
に
抵
触
し
な
い
か
ど
う
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
抵
触
が
あ
れ
ば
、
裁
判
官
は
基
本
法
に
照
ら
し
て
規
定
を
解
釈
し
、

適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
の
先
例
に
よ
る
と
、
電
話
通
話
を
話
者
の
傍
ら
に
い
て
秘
密
に
聞
い

て
、
違
法
に
入
手
し
た
知
識
を
裁
判
手
続
で
利
用
し
て
よ
い
の
は
、
き
わ
め
て
例
外
的
場
合
に
限
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
挙
証
者
が
正
当
防
衛

の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
そ
れ
以
外
の
方
法
で
は
、
職
業
上
の
生
存
に
対
す
る
脅
迫
的
な
脅
威
ま
た
は
可
罰
的
な
攻
撃
に
対
処

で
き
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
他
方
、
�
民
事
法
上
の
請
求
権
の
た
め
に
証
拠
方
法
を
確
保
す
る
と
い
う
利
益
だ
け
で
は
、
十
分
と
は
い
え

な
い
。
�
被
告
の
知
ら
な
い
う
ち
に
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
は
、
た
と
え
ば
、
労
働
裁
判
所
の
手
続
に
お
い
て
も
そ
の
利
用
は
禁
じ
ら
れ
る
。

　

�　

以
上
の
判
示
か
ら
、
連
邦
裁
は
、
秘
密
に
な
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関
係
解
析
（D

N
A

-V
aterschaftsanalysen

 
 
 
  
                   
）
は
違
法
で
あ
り
、
父
子

関
係
の
否
認
手
続
に
お
い
て
、
子
ま
た
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
意
思
に
反
し
て
利
用
で
き
な
い
、
し
か
も
、
父
子
関
係
の
疑
い
（
民
法
一
六
〇

〇
条
ｂ
）
に
つ
い
て
、
有
理
性
を
も
っ
て
陳
述
す
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
子
の
人
格
権
お
よ
び
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権

＜
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の
新
た
な
違
反
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

�　

連
邦
裁
に
よ
る
と
、
こ
の
考
え
方
は
、
秘
密
の
父
子
関
係
鑑
定
を
将
来
の
遺
伝
子
診
断
法
（G

endiagnostikgesetzes

 
                    
）
に
よ
っ
て
す

べ
て
禁
止
す
る
と
い
う
、
連
邦
政
府
の
考
え
方
と
も
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
努
力
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
以
外
で
も
確
認
で

き
る
と
す
る
。
�
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
多
く
の
法
律
発
議
は
、
私
的
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
を
父
お
よ
び
（
ま
た
は
）
母
の
申
立
て
に
委
ね
る
が
、
子
が

一
才
以
内
、
お
よ
び
、
子
の
求
め
に
よ
る
と
き
は
、
成
年
に
達
し
た
後
、
最
初
の
四
年
以
内
に
の
み
認
め
、
そ
れ
以
外
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。

�
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
関
係
者
の
同
意
の
な
い
裁
判
外
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
は
禁
止
さ
れ
る
。
�
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
関
係
者
の
同
意
の
な
い
Ｄ
Ｎ
Ａ
解

析
は
禁
止
さ
れ
る
。
�
カ
ナ
ダ
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
は
原
則
と
し
て
関
係
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
、
裁
判
所
で
は
利
用

を
禁
止
さ
れ
る
。
�
ス
イ
ス
で
は
、
関
係
者
の
同
意
の
な
い
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
は
禁
止
さ
れ
る
。

　

�　

連
邦
裁
は
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
に
、
自
己
の
父
子
関
係
に
つ
い
て
知
る
父
ま
た
は
疑
父
（Scheinvater

           
）
の
権
利
が
対

峙
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
父
・
疑
父
の
そ
う
し
た
権
利
の
方
が
よ
り
高
い
価
値
が
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
の
根
拠

と
し
て
、
連
邦
裁
は
、
�
父
子
関
係
の
否
認
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
権
利
行
使
は
法
律
上
の
提
訴
期
間
の
制
限
規
制
に
服
す
る
（
民
法
一
六
〇

〇
条
ｂ
）
の
に
対
し
、
遺
伝
学
上
の
デ
ー
タ
の
収
集
お
よ
び
利
用
に
異
議
を
述
べ
る
権
利
―
―
こ
れ
は
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
か

ら
導
か
れ
る
―
―
は
、
時
間
の
制
限
を
受
け
な
い
点
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
�
一
九
九
七
年
の
父
子
関
係
改
革
法
に
際
し
て
、
立
法
者
も
、
い

か
な
る
場
合
に
も
子
の
生
物
学
的
な
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
り
、
母
の
婚
姻
中
に
お
け
る
子
の
出
生
に
基
づ
き
、
家
庭
の

結
合
体
の
な
か
で
成
長
し
て
い
る
場
合
に
は
、
子
の
福
祉
の
た
め
に
生
物
学
的
父
子
関
係
の
解
明
は
背
後
に
退
く
と
い
う
考
え
方
で
満
足
す
べ

き
も
の
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
�
自
己
の
父
子
関
係
の
存
在
ま
た
は
不
存
在
に
つ
い
て
知
る
権
利
は
、
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
基
本
権
と

等
置
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
知
識
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
権
利
ま
で
も
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

九
五
（　
　
　

）

九
五



３　

要
件
の
緩
和
？　

―
―
連
邦
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
判
決

　

�　

第
一
事
件
、
第
二
事
件
の
原
判
決
と
異
な
り
、
被
告
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
に
違
反
し
て
収
集
さ
れ
た
血
縁
鑑
定
も
、
否
認
の

訴
え
の
有
理
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
解
に
従
う
と
し
て
、
連
邦
裁
へ
の
上
告
を
許
可
し
た
下
級
審
判
例
が
あ
る
。
ド
レ
ス
デ

ン
高
裁
二
〇
〇
四
年
九
月
三
〇
日
判
決
（Fam

R
Z

2005,S.1491f.

   
 
                 
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
事
案
を
み
る
と
、
否
認
原
告
Ｘ
は
、
本
件
の
被

告
Ｙ
の
母
Ａ
と
の
間
で
、
Ｙ
を
設
け
て
認
知
し
た
。
そ
の
後
に
Ｘ
Ａ
は
婚
姻
を
締
結
し
、
さ
ら
に
二
人
の
子
を
設
け
た
が
、
現
在
、
Ｘ
は
Ａ
と

の
離
婚
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
状
況
で
、
Ｘ
は
裁
判
外
で
得
た
私
的
な
血
縁
鑑
定
に
基
づ
き
、
Ｙ
に
対
し
て
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
を
提
起

し
た
。
第
一
審
は
、
Ｙ
と
家
族
が
似
て
い
な
い
と
い
う
申
立
て
で
は
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
の
有
理
性
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
、
Ｘ
提
出

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
鑑
定
は
、
Ｙ
の
知
ら
な
い
間
に
、
そ
の
同
意
な
く
、
し
た
が
っ
て
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
侵
害
し
て
収
集
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
し
て
、
裁
判
上
利
用
で
き
な
い
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

控
訴
審
で
あ
る
ド
レ
ス
デ
ン
高
裁
は
、
後
に
検
討
す
る
ム
ッ
ト
シ
ュ
ラ
ー
（D

.M
utschler

 
   
        
）
説
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地
裁
二
〇
〇
三
年
五

月
二
二
日
判
決
（Fam

R
Z

2003,S.1580

   
 
               
）
を
引
用
し
て
、
連
邦
裁
二
〇
〇
五
年
一
月
一
二
日
判
決
以
前
に
、
上
述
し
た
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

同
高
裁
は
、
Ｘ
が
父
子
関
係
を
否
定
す
る
秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
提
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
以
下
、「
民
訴

法
」
と
略
す
）
三
七
二
条
ａ
を
適
用
し
て
自
ら
血
液
型
鑑
定
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｘ
の
父
子
関
係
は
明
ら
か
に
あ
り
え
な
い
と
の
鑑
定

結
果
に
基
づ
き
、
同
高
裁
は
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
て
い
る
。
同
旨
の
判
例
と
し
て
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
裁
二
〇
〇
二
年
七
月
二
日
判
決

（Fam
R

Z
2003,S.

   
 
            

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

�　

Ｙ
は
上
告
を
提
起
し
て
、
裁
判
所
の
命
じ
た
鑑
定
も
利
用
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
�
連
邦
裁
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
判
決

（Fam
R

Z
2006,S.686ff.

   
 
                  
＝M

D
R

2006,S.

 
 
 
           

で
も
っ
て
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
裁
判
所
で
利
用
で
き
な
い
、
し
た
が
っ

　
（
２
）

52f.

    
）

　
　
　
（
３
）

1171f.

      
）

＜
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学　

三
〇
巻　

一
号 
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）
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六



て
、
父
子
関
係
否
認
の
訴
え
の
有
理
性
を
基
礎
づ
け
る
当
事
者
の
申
立
て
と
し
て
も
適
さ
な
い
と
の
二
〇
〇
五
年
判
決
の
立
場
を
強
調
し
て
、

そ
れ
に
無
制
限
で
と
ど
ま
る
と
判
示
す
る
。
同
判
決
は
、
子
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
調
査
に
必
要
な
子
の
同
意
を
欠
い
て
い
る
点
が
、「
秘
密
」
に
収
集

さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

　

�　

し
か
し
連
邦
裁
は
、
つ
づ
い
て
興
味
あ
る
判
示
を
し
て
い
る
。　

連
邦
裁
は
、
ま
ず
前
掲
二
〇
〇
五
年
判
決
の
判
旨
「
２
」
部
分
（
本

（�）

稿
の
前
掲
�　

�
〜
�
部
分
に
相
当
）
を
指
摘
し
て
、
父
子
関
係
の
否
認
手
続
で
最
初
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
事
情
に
つ
い
て
、
判
例
は
従
前

か
ら
高
い
要
件
を
た
て
て
い
る
が
、
そ
れ
は
再
考
を
要
す
る

�

�

�

�

�

�

旨
判
示
し
た
も
の
と
す
る
（
傍
点
筆
者
）。
た
だ
し
、
連
邦
裁
は
、
本
件
で
は
Ｘ

が
申
し
立
て
た
疑
い
の
要
素
（
褐
色
の
皮
膚
の
色
、
似
て
い
な
い
こ
と
）
が
十
分
な
最
初
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
う
る
か
は
、
そ
の
態
度
を
未
定

に
し
て
お
く
と
す
る
。
連
邦
裁
に
よ
る
と
、
高
裁
が
訴
え
の
有
理
性
を
欠
く
た
め
、
鑑
定
を
命
じ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
も
、
そ

の
手
続
瑕
疵
に
よ
っ
て
同
鑑
定
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
判
決
は
取
り
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
Ｘ
は
自
己
に
有
利
と
な
り
、
自
ら
の
申
立
て
を

確
認
す
る
裁
判
所
の
鑑
定
結
果
を
、
黙
示
的
に
自
分
の
も
の
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
控
訴
申
立
書
を
陳
述
し

た
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
仮
に
最
初
は
有
理
性
を
欠
く
訴
え
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
訴
え
は
有
理
性
が
あ
り
、
か
つ
理
由
が
あ
る
も
の

と
み
な
さ
れ
る
、
と
解
す
る
。

　
　

ま
た
否
認
の
訴
え
の
除
斥
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
判
例
が
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
基

（�）
づ
く
訴
え
を
禁
止
し
て
い
る
以
上
、
原
告
が
そ
の
鑑
定
結
果
を
知
っ
て
も
期
間
は
開
始
し
な
い
。
む
し
ろ
、
訴
え
が
適
法
か
つ
成
功
の
見
込
み

を
も
っ
て
、
依
拠
し
う
る
よ
う
な
事
情
を
知
っ
た
と
き
が
、
同
条
に
い
う
期
間
の
開
始
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

さ
ら
に
連
邦
裁
は
、
裁
判
所
の
鑑
定
も
、
訴
訟
法
規
に
違
反
し
た
方
法
で
得
ら
れ
た
証
拠
調
べ
の
結
果
と
し
て
、
評
価
の
禁
止
に
服
す
る

（�）
と
い
う
上
告
の
主
張
を
退
け
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
�
上
告
は
と
り
わ
け
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
「
毒
樹
の
果
実
」
理
論
と
し
て
議
論

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

九
七
（　
　
　

）

九
七



さ
れ
る
「
波
及
的
効
果
」
の
解
決
策
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
採
れ
な
い
。
民
事
訴
訟
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
の
利
用
可
能
性
の
問
題
に

つ
い
て
も
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
、
な
お
理
論
的
に
満
足
で
き
る
解
決
策
は
な
く
、
個
別
的
な
解
決
策
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
�
高
裁
が

職
権
で
収
集
し
た
血
縁
鑑
定
は
、
当
事
者
が
違
法
ま
た
は
可
罰
的
な
方
法
で
作
り
出
し
た
証
拠
方
法
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
職
権
探
知
に
よ
る

証
拠
調
べ
の
結
果
を
原
告
が
援
用
し
て
も
、
悪
意
あ
る
態
度
と
は
い
え
な
い
。
�
つ
ぎ
に
、
裁
判
所
が
合
法
的
に
得
た
証
拠
調
べ
の
結
果
が
ど

の
よ
う
な
効
果
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
連
邦
裁
は
、
民
事
訴
訟
で
は
手
続
規
定
に
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
証
拠
調
べ
の
結
果
を

一
切
し
ん
酌
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
非
難
さ
れ
て
い
る
手
続
瑕
疵
は
、
も
っ
ぱ
ら
証
拠
調
べ
の
命
令
に
関
す
る
。
実
施
さ
れ
た
証
拠
調

べ
の
全
体
的
内
容
を
し
ん
酌
す
る
と
い
う
自
由
心
証
主
義
の
原
則
（
民
訴
法
二
八
六
条
一
項
一
文
）
に
よ
る
と
、
別
段
の
規
定
が
な
い
限
り
、

裁
判
所
の
収
集
し
た
証
拠
評
価
の
禁
止
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
証
拠
調
べ
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
当
事
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
に
限
ら
れ

る
。
�
し
か
し
、
本
件
は
そ
う
し
た
例
外
的
ケ
ー
ス
に
あ
た
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
Ｘ
提
出
の
私
鑑
定
は
、
Ｙ
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権

に
違
反
し
て
入
手
さ
れ
た
証
拠
方
法
で
あ
り
、
利
用
で
き
な
い
。
�
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
が
合
法
的
な
手
続
で
収
集
し
た
鑑
定
は
、
Ｙ
の
右

基
本
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
裁
判
所
が
命
じ
た
血
液
採
取
（
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
）
も
Ｙ
の
身
体
の
不
可
侵
の
基
本
権

（
基
本
法
二
条
）
を
侵
害
し
て
い
な
い
。

　
　

連
邦
裁
は
、
最
後
に
、
二
〇
〇
五
年
判
決
の
比
較
衡
量
と
は
異
な
り
、
秘
密
に
収
集
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
利
用
す
る
Ｘ
の
権
利
を
、
Ｙ
の

（�）
基
本
権
の
背
後
に
お
く
必
要
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
Ｘ
に
対
し
て
、
そ
の
証
拠
調
べ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
存
在
し
な
い
父

子
関
係
に
、
扶
養
義
務
も
含
め
て
、
と
ど
ま
ら
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
Ｙ
に
対
し
て
、
裁
判
所
が
指
針
に
従
っ
て
実
施
し
た
血
縁
鑑
定
の
身

分
法
上
の
効
果
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
、
自
ら
も
は
や
争
っ
て
い
な
い
Ｘ
の
父
子
関
係
の
不
存
在
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
要
求
で
き
る
か
ら

で
あ
る
、
と
す
る
。

＜
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右
判
決
は
、
〇
五
年
判
決
が
最
初
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
事
情
に
つ
き
、
そ
の
要
件
を
高
く
す
る
こ
と
の
再
考
を
判
示
し
た
と
指
摘
す
る
が

（
�　

部
分
）、
は
た
し
て
判
旨
を
そ
の
よ
う
に
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま
た
右
判
決
は
、
〇
五
年
判
決
の
比
較
衝
量
と
は
異
な
っ
た
結
論
に
達
っ

（�）
し
て
い
る
が
（
�　

部
分
）、
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
、
〇
五
年
判
決
を
検
討
す
る
際
に
（
四
）、
考
え
て
み
た
い
。

（�）

（
１
）　

刑
訴
法
八
一
条
は
、
被
疑
者
の
観
察
の
た
め
の
収
容
に
関
し
て
規
定
す
る
。
被
疑
者
の
精
神
状
態
に
関
す
る
鑑
定
の
準
備
た
め
に
、
裁
判
所
は
、
鑑

定
人
お
よ
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
取
し
た
う
え
で
、
被
疑
者
を
公
的
な
精
神
病
院
に
収
容
し
て
、
そ
こ
で
監
察
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

（
一
項
）。
裁
判
所
の
こ
の
命
令
は
、
被
疑
者
に
つ
い
て
犯
罪
の
嫌
疑
が
相
当
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
事
件
、
お
よ
び
、
予
想
さ
れ
る
刑
罰
ま

た
は
保
安
処
分
の
重
要
性
と
均
衡
が
取
れ
な
い
と
き
、
そ
れ
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
（
二
項
）。

（
２
）　

裁
判
外
で
実
施
し
た
父
子
鑑
定
に
基
づ
く
父
子
関
係
の
不
存
在
確
認
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
同
高
裁
は
、
原
告
は
、
裁
判
外
の
父
子
関
係
鑑
定
に
よ
っ

て
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
必
要
な
疑
い
を
も
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
化
義
務
に
応
じ
て
い
る
と
し
て
、
訴
え
の
有
理
性
を
肯
定
し
て

い
る
。

（
３
）　V
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三　

私
鑑
定
の
収
集
お
よ
び
利
用

１　

私
鑑
定
の
提
出
と
問
題
点

　

�　

連
邦
裁
二
〇
〇
五
年
判
決
の
両
事
件
と
も
、
否
認
原
告
は
裁
判
所
の
選
任
し
た
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
（
民
訴
法
四
〇
二
条
以
下
）
で
は

な
く
、
裁
判
外
で
自
ら
専
門
家
に
委
任
し
て
入
手
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
基
づ
き
、
父
子
関
係
否
認
の
訴
え
を
提
起
し
て
い
る
点
に
事
案
の
特
色

が
あ
る
。
正
規
の
鑑
定
と
異
な
り
、
裁
判
外
で
実
施
さ
れ
、
当
事
者
が
提
出
す
る
鑑
定
は
、
私
鑑
定
（Privatgutachten

               
）
と
呼
ば
れ
る
。
通

常
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
が
こ
う
し
た
私
鑑
定
を
提
出
す
る
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
当
事
者
自
身
の
申
立
て
を
具
体
化
す
る
た

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

九
九
（　
　
　

）

九
九



め
、
あ
る
い
は
、
正
規
の
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
結
果
に
対
す
る
反
駁
の
た
め
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
わ
れ 

　

最
近
の
連
邦
裁
判
例
に
お
い
て
も
私
鑑
定
の
例
は
み
ら
れ
る 

身
分
関
係
の
事
件
の
場
合
に
、
人
々
は
具
体
的
に
い
か
な
る
局
面
で
、
私

鑑
定
と
し
て
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
必
要
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
子
の
両
親
が
ま
だ
婚
姻
し
て
い
な
い
場
合
に
、
�
子
を
認
知
す
る
か

否
か
を
決
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
（
民
法
一
五
九
四
条
）、
�
ま
た
、
子
の
母
が
相
手
方
の
認
知
に
同
意
す
る
か
否
か
を
決
断
す
る
と

き
に
（
民
法
一
五
九
五
条
一
項
）、
私
鑑
定
は
右
判
断
に
役
立
つ
。
ま
た
父
た
る
男
性
に
つ
い
て
は
、
�
父
子
関
係
の
積
極
的
ま
た
は
消
極
的

確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
か
否
か
を
決
め
る
と
き
（
民
訴
法
六
四
〇
条
二
項
一
号
）、
あ
る
い
は
、
�
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
か

否
か
を
判
断
す
る
と
き
に
（
民
法
一
六
〇
〇
条
、
民
訴
法
六
四
〇
条
二
項
二
号
）、
私
鑑
定
が
利
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
�
父
子
関
係
事
件
（
父

子
関
係
の
確
認
訴
訟
や
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
な
ど
）
の
判
決
が
確
定
し
た
後
、
再
審
請
求
（
原
状
回
復
請
求
）
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
私
鑑

定
が
利
用
さ
れ
る
（
民
訴
法
六
四
一
条 

　

�　

他
方
で
、
医
学
鑑
定
の
領
域
に
お
け
る
私
鑑
定
の
一
般
的
な
問
題
点
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
お
気
に
入
り
の
鑑 

危
険
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
鑑
定
は
、
鑑
定
人
と
依
頼
者
で
あ
る
当
事
者
の
個
人
的
関
係
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
鑑
定
を
依
頼
さ
れ
た
医
師
が

処
置
担
当
の
医
師
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
不
利
な
鑑
定
に
よ
り
依
頼
者
を
敗
訴
さ
せ
た
く
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
通
常
は
公
的
な
機
関
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
改
め
て
鑑
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
さ
れ 

２　

私
鑑
定
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
提
出

　

�　

最
近
は
、
と
り
わ
け
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
が
一
種
の
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ 

学
説
に
よ
る 

Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
技
術
の
迅
速
な
発

展
と
そ
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
依
頼
者
の
数
は
相
当
に
増
大
し
、
解
析
の
た
め
の
費
用
も
明
ら
か
に
安
く
な
っ
て
い 

民
間
会
社
は
、
イ
ン
タ
ー

（
１
）
る
。

（
２
）
が
、

（
３
）
ｉ
）。

（
４
）
定
の

（
５
）
る
。

（
６
）
る
。

（
７
）
と
、

（
８
）
る
。
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ネ
ッ
ト
上
で
、
ま
た
薬
局
に
お
い
て
も
親
子
関
係
の
テ
ス
ト
を
宣
伝
し
て
い
る
。
テ
ス
ト
に
は
、
依
頼
者
お
よ
び
そ
の
相
手
方
の
そ
れ
ぞ
れ
検

査
試
料
が
必
要
で
あ
る
。
依
頼
者
が
民
間
会
社
と
契
約
を
結
び
、
相
手
方
と
な
る
の
は
一
般
的
に
未
成
年
者
で
あ
る
。
解
析
の
た
め
の
試
料
と

し
て
、
血
液
、
口
粘
膜
、
毛
根
の
つ
い
た
毛
髪
な
ど
と
と
も
に
、
電
気
カ
ミ
ソ
リ
に
残
っ
た
髭
や
タ
バ
コ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
付
着
し
た
皮
膚
片

な
ど
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。
検
査
に
あ
た
っ
て
、
人
の
血
液
採
取
ま
で
は
必
要
な
く
な
っ
て
い
る
。
裁
判
外
に
お
い
て
私

鑑
定
と
し
て
行
わ
れ
る
血
縁
鑑
定
は
、
依
頼
者
と
鑑
定
を
受
諾
す
る
研
究
機
関
（
民
間
会
社
）
と
の
契
約
（
請
負
契
約
）
に
基
づ
く
も
の
と
み

な
さ
れ 

　

�　

し
か
し
ド
イ
ツ
の
専
門
家
は
、
右
に
み
た
よ
う
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
の
最
近
の
利
用
の
仕
方
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
血

縁
鑑
定
専
門
家
共
同
作
業
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
声
明
を
発
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
�
関
係
者
の
知
ら
な
い
間
に
、

ま
た
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
自
然
科
学
に
よ
っ
て
人
間
の
血
縁
を
確
定
す
る
の
は
、
現
行
法
上
は
、
裁
判
官
の
決
定
に
基
づ
い
て
の
み
許

さ
れ
る
。
�
裁
判
官
の
決
定
が
な
け
れ
ば
、
関
係
者
の
有
効
な
意
思
表
示
に
よ
る
同
意
、
ま
た
は
、
完
全
な
行
為
能
力
等
を
も
た
な
い
た
め
、

同
意
が
で
き
な
い
と
き
は
、
監
護
権
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
�
そ
れ
ら
を
欠
い
た
自
然
科
学
に
よ
る
血
縁
関
係
の
確
定
は
人
格
権
を
侵
害

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
同
意
を
し
て
い
な
い
者
の
身
体
を
損
傷
さ
れ
な
い
と
い
う
権
利
を
侵
害
す
る
。
�
こ
れ
に
反
し
た
秘
密
の
血
縁
鑑
定

は
、
憲
法
上
疑
問
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
反
倫
理
的
で
良
俗
違
反
で
あ
る
。
そ
れ
は
科
学
倫
理
の
原
則
に
合
致
せ
ず
、
拒
否
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、 

　

第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
は
、
上
告
許
可
の
理
由
と
し
て
、
相
当
以
前
か
ら
相
手
方
に
秘
密
に
実
施
さ
れ
た
父
子
関
係
テ
ス
ト
に

基
づ
き
多
数
の
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（Fam

R
Z2004,S.481,482,

   
 
                    Ⅲ

）。

　

�　

本
件
の
背
景
事
情
と
し
て
は
、
本
判
決
も
引
用
す
る
連
邦
裁
の
一
九
九
八
年
四
月
二
二
日
判
決
と
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
の

（
９
）

る
。

（　

）
１０と
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

一
〇
一
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）

一
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存
在
が
大
き
い
。
二
〇
〇
二
年
判
決
は
後
に
検
討
す
る
が
、
前
者
の
一
九
九
八
年
判
決
は
、
父
か
ら
そ
の
嫡
出
子
に
対
し
て
嫡
出
否
認
訴
訟 

（E
helichkeitsanfechtungsklage

 
                           
）
が
提
起
さ
れ
た
と
い
う
九
七
年
の
民
法
改
正
前
の
事
案
で
（
民
法
旧
一
五
九
三
条
・
一
五
九
四
条
の
適
用
）、

連
邦
裁
は
、
否
認
原
告
は
、
訴
え
提
起
に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
父
子
関
係
が
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
父
子
関
係
を
疑
わ

せ
る
よ
り
詳
細
な
事
実
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
、
い
わ
ゆ
る
「
詳
細
説
」
の
考
え
方
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（JZ

1999,

         

S.
41ff.=F

am
R

Z
1998,

S.
955ff.=

N
JW

          
  
 
 
                   
  
 1998,

S.

          

本
件
判
旨
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
、「
根
拠
の
あ
る
最
初
の
疑
い

（A
nfangsverdacht

 
              
）」
を
否
認
原
告
に
要
求
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
父
子
関
係
に
疑
念
を
抱
い
て
否
認
の
訴
え
を
提
起
し
よ
う

と
す
る
父
は
、
訴
え
提
起
時
か
裁
判
所
の
訴
え
の
有
理
性
審
査
の
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
具
体
的
事
情
を
主
張
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
は
、
法
律
上
の
父
子
関
係
の
推
定
（
民
法
一
五
九
二
条
一
項
）、
そ
れ
に
基
づ
く
子
の
法
的
地
位
の
維
持
を
重
視
す
る
考
え
方
に
よ
る

も
の
と
評
価
で
き
よ
う
が
、
否
認
訴
訟
を
通
じ
て
真
実
の
父
子
関
係
を
解
明
し
た
い
父
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
訴
訟
の
開
始
段
階
で
一
定
の
負

担
が
課
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
主
張
が
な
い
と
、
裁
判
所
の
有
理
性
審
査
を
パ
ス
せ
ず
、
否
認
原
告
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高

く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
父
子
関
係
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
父
が
裁
判
外
で
私
鑑
定
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
当
然
に
予
想
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
で
な
お
有
力
な
単
純
主
張
説
に
よ
れ
ば
、
否
認
原
告
は
子
と
の
血
縁
関
係
が
存
在
し
な
い
と
申
し
立

て
る
だ
け
で
足
り
る
。
被
告
側
が
争
え
ば
、
こ
の
手
続
に
適
用
さ
れ
る
職
権
証
拠
調
べ
の
枠
内
で
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
強
制
的
な
血
液
鑑
定

（
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
）
を
含
め
て
、
職
権
に
よ
る
鑑
定
に
よ
り
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ 

　

�　

で
は
、
本
件
で
提
出
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
法
的
性
質
を
ど
の
よ
う
に
み
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
本
判
決
は
、
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事

情
の
陳
述
と
し
て
、
秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
適
さ
な
い
と
判
示
す
る
際
に
、
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
に
お
い
て
「
証
拠
方
法
」
と
し
て
だ
け
で

　
　
　
（　

）
１１

2976f.

      
）。

（　

）
１２う
。

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
号 

一
〇
二
（　
　
　

）

一
〇
二



な
く
、「
当
事
者
の
申
立
て
」
と
し
て
も
利
用
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
（
判
旨
�
（
イ
）
部
分
）。
二
つ
の
性
質
の
併
存
を
認
め
る
か
の
よ

う
な
判
示
で
あ
る
。

　

�　

こ
の
点
に
つ
い
て
第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
は
、
�
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関
係
証
拠
は
、
Ｙ
の
遺
伝
上
の
試
料

が
違
法
に
収
集
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
訴
訟
上
利
用
で
き
な
い
と
す
る
。
�
証
拠
利
用
禁
止
に
関
す
る
民
事
訴
訟
の
規
制
は
な
い
が
、

憲
法
で
保
護
さ
れ
た
一
般
的
人
格
権
か
ら
そ
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
、
�
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
基
本
法
一
条
三
項

に
よ
り
、
判
決
発
見
に
際
し
て
基
準
と
な
る
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
、
法
治
国
家
の
手
続
形
成
の
義
務
を
負
う
。
法
治
国
家
原
理
お
よ
び
基
本
法

二
条
一
項
か
ら
も
、
裁
判
手
続
、
特
に
証
拠
法
に
対
す
る
要
請
が
明
ら
か
に
な
る
。
相
手
方
当
事
者
の
基
本
権
侵
害
が
正
当
化
で
き
る
か
否
か

に
つ
い
て
は
、
利
用
に
反
対
す
る
憲
法
上
の
地
位
―
―
そ
こ
で
は
、
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
一
般
的
人
格
権
が
特
に
重
要
で
あ
る
―
―
と
、

利
用
に
賛
成
す
る
も
う
一
方
の
当
事
者
の
法
的
利
益
の
比
較
衡
量
の
結
果
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
、
と
す
る
。
�
そ
し
て
、
同
高
裁
は
、
判
例
に

よ
り
民
事
訴
訟
の
証
拠
法
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
そ
の
後
の
手
続
形
成
に
重
要
な
「
事
実
の
申
立
て
」
の
利
用
可
能
性

に
も
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
調
べ
の
結
果
の
利
用
可
能
性
と
、
―
―
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関
係
テ
ス
ト

に
認
め
ら
れ
る
―
―
違
法
に
収
集
さ
れ
た
事
実
の
申
立
て
を
基
礎
に
お
く
こ
と
の
間
に
、
決
定
的
な
違
い
は
な
い
。
父
子
関
係
否
認
手
続
に
お

い
て
は
、
連
邦
裁
の
判
例
に
よ
る
と
、
原
則
と
し
て
血
縁
鑑
定
の
収
集
は
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
�
同
高
裁
は
、
か
く
し

て
事
実
申
立
て
の
す
ぐ
後
に
証
拠
調
べ
が
実
施
さ
れ
る
、
そ
の
証
拠
調
べ
は
、
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
に
よ
っ
て
、
人
格
権
の
侵
害
お
よ
び
身
体

へ
の
侵
襲
を
伴
い
、
強
制
的
な
措
置
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
、
と
違
法
収
集
証
拠
理
論
の
適
用
理
由
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

右
判
旨
に
よ
る
と
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
違
法
に
収
集
さ
れ
た
「
事
実
申
立
て
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

�　

つ
ぎ
に
、
第
二
事
件
の
原
審
・
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
高
裁
は
、
�
生
物
学
上
の
父
で
は
あ
り
え
な
い
旨
確
認
し
た
私
鑑
定
は
、
父
子
関
係

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

一
〇
三
（　
　
　

）

一
〇
三



を
否
定
す
る
事
情
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
に
つ
い
て
有
理
性
を
も
っ
て
陳
述
す
る
の
に
役
立
た
な
い
。
�
私
鑑
定
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、

有
理
性
を
基
礎
づ
け
る
の
に
役
立
た
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
鑑
定
は
、
書
面
に
記
さ
れ
た
当
事
者
の
申
立
て
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
、
私
的
に
収
集
さ
れ
た
血
縁
鑑
定
の
結
果
は
、
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事
情
に
な
り
う
る
、
と
判
示
す
る
。

　

右
の
「
書
面
に
記
さ
れ
た
当
事
者
の
申
立
て
」
と
い
う
見
方
は
、
私
鑑
定
の
法
的
性
質
に
関
す
る
通 

よ
び
判
例
に
従
っ
た
も
の
と
思
わ

れ 

た
と
え
ば
、
造
船
契
約
の
解
約
に
関
す
る
仲
裁
付
託
事
件
で
、
手
続
費
用
の
支
払
い
を
命
ず
る
仲
裁
判
断
を
受
け
た
当
事
者
が
、
仲
裁

裁
判
所
を
構
成
し
た
仲
裁
人
の
ひ
と
り
に
対
し
て
、
そ
の
職
務
能
力
に
つ
き
神
経
医
学
の
専
門
医
の
鑑
定
を
受
け
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
鑑
定

を
執
行
許
可
宣
言
手
続
で
利
用
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
よ
う
に
命
ず
る
旨
請
求
し
た
と
い
う
特
殊
な
事
案
で
あ
る
が
、
連
邦
裁
は
、
当
該
専
門

医
の
精
神
鑑
定
を
私
鑑
定
と
解
し
て
、「
書
面
に
記
さ
れ
た
当
事
者
の
申
立
て
」
で
あ
る
と
性
質
決
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
連
邦
裁
は
、
そ
れ

を
証
拠
方
法
、
つ
ま
り
正
規
の
鑑
定
と
し
て
利
用
す
る
に
は
、
双
方
当
事
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
に
限
る
と
判
示
し
て
い
る
（
一
九
八
六
年
五

月
五
日
判 

私
鑑
定
が
提
出
さ
れ
た
上
述
の
事
案
で
も
、
連
邦
裁
は
繰
り
返
し
同
旨
の
判
示
を
し
て
い 

　

�　

以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
本
件
連
邦
裁
は
、
本
件
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
法
的
性
質
を
、「
証
拠
方
法
」
と
も
、
ま
た
「
当
事
者
の
事
実
申
立
て
」

と
も
解
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
こ
れ
は
支
配
的
な
見
解
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
現
に
学
説
に
お
い
て
は
、
右
〇
五
年
判
決
に
批
判
的

な
ベ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
（M

.W
ellenhoffer

 
   
           
）
が
、
本
件
私
鑑
定
は
「
証
拠
方
法
」
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
原
告
の
「
訴
え
の

申
立
て
の
具
体
化
」
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
連
邦
裁
が
違
法
収
集
証
拠
に
関
す
る
判
例
理
論
を
安
易
に
適
用
し
て
い
る

点
を
問
題
視
し
て
い 

　

こ
れ
を
受
け
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
連
邦
裁
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
判
決
は
、
〇
五
年
判
決
を
維
持
す
る
際
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
法

的
性
質
を
「
当
事
者
の
申
立
て
」
と
明
示
的
に
判
示
し
て
い
る
（
�
�
）。

（　

）
１３説
お

（　

）
１４る
。

（　

）
１５決
）。

（　

）
１６る
。

（　

）
１７る
。

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
号 

一
〇
四
（　
　
　

）

一
〇
四



　

�　

相
手
方
が
訴
訟
外
で
血
縁
鑑
定
を
受
け
る
旨
約
束
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
法
的
拘
束
力
が
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
連
邦
裁
判
所

二
〇
〇
六
年
一
二
月
六
日
判
決
（Fam

R
Z

2007,S.359f.

   
 
                
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
原
告
Ｘ
は
本
件
被
告 

を
認
知
し
た
が
、
そ
の
後
に
匿
名
の
電

話
を
受
け
て
、
そ
の
生
物
学
的
な
父
子
関
係
に
疑
問
が
生
じ
た
と
し
て
、
そ
の
母 

と 

に
対
し
て
、
父
子
関
係
テ
ス
ト
を
引
き
受
け
る
旨
の

同
意
書
に
従
っ
て
、
承
認
さ
れ
た
医
術
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
同
テ
ス
ト
を
実
施
す
る
よ
う
に
命
ず
る
旨
の
訴
え
と
、
予
備
的
に
、 

に
対
し
て
、

父
子
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

　

第
一
審
は
両
請
求
と
も
棄
却
し
た
。
原
審
・
ケ
ル
ン
高
裁
は
、
主
た
る
請
求
に
つ
き
、
父
子
関
係
鑑
定
が
契
約
の
対
象
に
な
る
か
疑
問
で
あ

る
、
遺
伝
学
検
査
の
同
意
は
、
契
約
に
よ
る
拘
束
に
な
じ
ま
な
い
、
極
め
て
一
身
専
属
的
な
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
に
か
か
わ
る
と
し
て
、

被
告 

ら
が
鑑
定
に
服
す
る
義
務
は
な
い
、
ま
た
、
予
備
的
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
認
知
が
間
違
っ
て
い
た
の
か
、
十
分
に
具
体
化
し
、
証

拠
に
基
づ
く
陳
述
が
な
い
、
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
の
第
一
・
第
二
事
件
の
原
審
の
判
示
を
指
摘
し
な
が
ら
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
鑑
定
の
場
合

の
拒
絶
が
安
易
に
回
避
さ
れ
る
と
し
て
、
匿
名
の
電
話
で
は
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事
情
の
陳
述
と
し
て
は
足
り
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
控
訴
を

棄
却
し
た
（Fam

R
Z

2004,S.1987f.

   
 
                 
）。
連
邦
裁
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
Ｘ
か
ら
の
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。

　

連
邦
裁
は
、
高
裁
が
父
子
鑑
定
の
実
施
に
つ
い
て
の
被
告 

ら
の
法
律
上
の
義
務
を
否
定
し
た
の
は
、
正
当
で
あ
る
と
す
る
。
�
ド
イ
ツ
法

は
、
自
分
の
身
体
の
遺
伝
的
資
料
を
提
供
す
る
、
鑑
定
人
に
委
ね
て
血
縁
関
係
の
確
認
を
委
ね
る
と
い
う
法
律
上
の
義
務
を
知
ら
な
い
。
仮
に

訴
え
の
申
立
て
を
、
も
っ
ぱ
ら
、
そ
う
し
た
資
料
の
採
取
お
よ
び
調
査
に
服
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
解
し
た
と
し
て
も
、

変
わ
り
は
な
い
。
�
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
服
従
義
務
が
生
ず
る
の
は
、
裁
判
所
の
証
拠
調
べ
の
命
令
の
枠
内
に
お
い

て
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
関
係
者
お
よ
び
証
言
拒
絶
権
を
有
す
る
者
（
民
訴
法
三
八
三
条
一
号
か
ら
三
号
に
あ
げ
ら
れ
た
者
）
に
要
求

し
う
る
場
合
に
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
証
拠
調
べ
の
命
令
は
行
わ
れ
て
い
な
い
、
と
す
る
。

Ｙ 2

Ｙ １

Ｙ 2

Ｙ 2

Ｙ １

Ｙ １

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

一
〇
五
（　
　
　

）

一
〇
五



　

�　

私
鑑
定
と
し
て
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
関
す
る
連
邦
裁
判
例
の
考
え
方
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
�
否
認
原
告
が
提
出
し
た
右
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、

「
当
事
者
の
事
実
申
立
て
」
の
一
部
と
み
る
の
が
有
力
で
あ
る
（
連
邦
裁
〇
六
年
三
月
一
日
判
決
）
が
、「
証
拠
方
法
」
と
も
解
す
る
判
例
も
あ

る
（
連
邦
裁
〇
五
年
十
二
月
一
日
判
決
）。
�
し
か
し
、
右
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
有
理
性
審
査
の
た
め
に
否
認
原
告
が
提
出
す
べ
き
「
根
拠
の
あ

る
最
初
の
疑
い
」
に
適
さ
な
い
（
連
邦
裁
〇
六
年
三
月
一
日
判
決
）。
�
た
だ
し
、
そ
う
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
基
礎
に
、
事
実
審
裁
判
所
が
職

権
に
よ
り
自
ら
鑑
定
を
実
施
し
た
と
き
は
、
訴
え
は
有
理
性
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
職
権
証
拠
調
べ
の
結
果
は
、
自
由
心
証
主
義
に
よ

り
し
ん
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
裁
〇
六
年
三
月
一
日
判
決
）。
�
父
子
鑑
定
を
実
施
す
る
旨
の
訴
訟
外
の
合
意
は
、
訴
訟
上
、
そ
れ
に

服
す
べ
き
法
律
上
の
義
務
を
基
礎
づ
け
な
い
（
連
邦
裁
〇
六
年
一
二
月
六
日
判
決
）。

（
１
）　D

.T
iw

isina,Sachversändigenbew
eis

i

 
   
  
                         
     m

deutschen
und

englischen
Zivilproz

 
                                   ess,2005,S.87,135ff.

                         

（
２
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
�
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
貸
金
返
還
請
求
事
件
で
、
被
告
が
抵
当
権
設
定
証
書
の
サ
イ
ン
の
真
正

に
関
す
る
書
面
鑑
定
（
筆
跡
鑑
定
）
を
提
出
し
た
例
（
連
邦
裁
一
九
八
二
年
五
月
二
七
日
判
決
。N

JW
-R

R
1982,S.2874f.

 
  
  
 
               
）、
�
交
通
事
故
に
基
づ

く
加
害
者
の
将
来
の
補
償
請
求
義
務
の
確
認
請
求
訴
訟
で
、
双
方
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
整
形
外
科
医
の
鑑
定
意
見
書
を
提
出
し
た
例
（
連
邦
裁
一
九
九

三
九
月
二
九
日
判
決
。N

JW
-R

R
1994,S.255f.

 
  
  
 
              
）、
�
交
通
事
故
に
よ
る
肉
体
的
・
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
、
被
害
者
が
医
師

の
鑑
定
書
を
提
出
し
た
例
（
連
邦
裁
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
判
決
。N

JW
2001,S.77f.

 
  
             
）
な
ど
で
あ
る
。

（
３
）　

私
鑑
定
に
基
づ
く
原
状
回
復
の
訴
え
（
民
訴
法
六
四
一
条
ｉ
）
に
関
す
る
連
邦
裁
判
例
は
、
豊
田
・
再
審
の
訴
え
修
道
二
三
巻
二
号
二
七
二
頁
の
表

参
照
。
た
と
え
ば
、
血
清
学
鑑
定
、
生
殖
能
力
の
鑑
定
、
懐
胎
期
間
の
鑑
定
が
あ
る
。

（
４
）　

裁
判
上
の
鑑
定
人
に
よ
る
正
規
の
鑑
定
と
比
較
し
て
私
鑑
定
の
問
題
点
の
分
析
と
し
て
、
木
川
統
一
郎
「
別
件
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
上
の
鑑
定
意
見

が
書
証
と
し
て
提
出
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
判
タ
一
〇
七
九
号
二
九
頁
以
下
参
照
。
私
鑑
定
全
般
に
つ
い
て
、
福
永
清
貴
「
私
鑑
定
の
証

拠
法
上
の
取
扱
い
」
早
法
七
三
巻
一
号
二
一
五
頁
以
下
参
照
。

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
号 

一
〇
六
（　
　
　

）

一
〇
六
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             5f.

    
高
名
な
法
医
学
者
が
少
し
前
、
私
鑑
定
の
増
加
傾
向
を

指
摘
し
て
い
る
。K

.H
um

m
el,Zur

Frage
der

B
eachtung

g

 
   
  
 
                   
          esetzlicher

K
ostenvorschriften

für
r

             
                       ichtlinienkonform

e
Sachverständigen-

                 
                   

gutachten
in

Fällen
strittiger

A
bsta

                                
    m

m
ung,D

A
V

orm
1999,S.

 
 
      
 
 
   
          
人
々
が
親
子
関
係
に
関
す
る
私
鑑
定
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
動
機
に
つ
い
て
、
あ

る
学
説
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
生
物
学
的
な
親
子
関
係
に
疑
い
が
生
じ
た
と
き
、
生
き
る
の
も
困
難
に
な
る
人
が
い
る
。
そ
こ
で
そ
う
し
た
疑

い
を
解
明
す
る
た
め
に
弁
護
士
や
裁
判
所
を
訪
れ
る
か
ど
う
か
は
、
事
案
に
も
よ
る
が
、
特
に
当
人
の
法
的
地
位
と
疑
い
を
解
明
す
る
の
に
必
要
な
費

用
の
額
に
左
右
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
に
お
け
る
解
明
を
断
念
し
て
、
訴
訟
外
で
私
鑑
定
に
委
ね
る
と
い
う
方
法
も
、
そ
れ
な
り
の
十
分
な

理
由
が
あ
る
、
と
。A

.R
eichelt/A

.Schm
idt/J.Schm

idtke,
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は
、
費
用
の
低
減
を
予
測
し
て
い
る
。
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１０
（　

）　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
豊
田
・
職
権
探
知
主
義
（
二
注　

）
で
検
討
し
て
い
る
。

１１

２８

（　

）　

民
訴
法
三
七
二
条
ａ
の
適
用
に
あ
た
り
、
証
拠
申
立
て
の
理
由
を
提
示
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
下
級
審
判
例
に
お
い
て
争
い
が
あ
る
。
豊
田
・

１２
ド
イ
ツ
父
子
関
係
訴
訟
五
六
九
頁
参
照
。
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）　Stein/Jonas/D
.Leipold,ZPO
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d.2,
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eilbd.2
§§300-510b,20.A
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osenberg/Schw
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１３G
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H
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ann,ZPO
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§402,R
n.21,S.1474
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.

         
                  
  

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
一
）（
豊
田
） 

一
〇
七
（　
　
　

）

一
〇
七



（　

）　

ド
イ
ツ
法
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
野
貞
一
郎
『
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』
一
七
八
頁
以
下
（
判
タ
社
、
一
九
八
九

１４
年
）
参
照
。
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）　B
G

H
Z

98,S.32ff.,40=N
JW

1986,S.3
 
 
 
                    
  
           077ff.

       

１５
（　
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連
邦
裁
一
九
八
二
年
五
月
二
七
日
判
決
（N

JW
-R

R
1982,S.2874f.
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連
邦
裁
一
九
九
三
九
月
二
九
日
判
決
（N

JW
-R

R
1994,S.255f.
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連
邦

１６
裁
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
判
決
（N

JW
2001,S.77f.

 
  
              
）。

（　

）　W
ellenhofer,Fam

R
Z

2005,S.668.
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（
以
下
、
次
号
に
続
く
）

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

一
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一
〇
八
（　
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一
〇
八


