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は
じ
め
に

二　

相
手
方
に
秘
密
に
収
集
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

２　

連
邦
裁
判
所
の
判
旨

３　

要
件
の
緩
和
？　

―
―
連
邦
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
判
決

三　

私
鑑
定
の
収
集
お
よ
び
利
用

１　

私
鑑
定
の
提
出
と
問
題
点

２　

私
鑑
定
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
提
出
（
以
上
、
前
号
）

四　

違
法
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
可
能
性

１　

違
法
収
集
証
拠
理
論
の
適
用
の
是
認

２　

子
の
一
般
的
人
格
権
と
父
の
父
子
関
係
不
存
在
確
認
の
利
益
（
以
上
、
本
号
）

３　

違
法
に
収
集
さ
れ
た
当
事
者
の
事
実
申
立
て
（
以
下
、
次
号
）

４　

小
括

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
四
七
（　
　
　

）

二
五

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）

―
―
最
近
の
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
判
決
を
手
掛
か
り
に
―
―豊　

　

田　
　

博　
　

昭



五　

父
子
関
係
否
認
訴
訟
に
お
け
る
再
訴
の
可
能
性

六　

お
わ
り
に　

―
―
日
本
法
へ
の
示
唆

四　

違
法
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
可
能
性

１　

違
法
収
集
証
拠
理
論
の
適
用
の
是
認

　

�　

本
件
判
旨
の
考
え
方　
　

本
件
連
邦
裁
の
判
旨
は
、
第
一
事
件
の
再
訴
に
つ
い
て
の
適
法
性
を
判
示
す
る
部
分
（
そ
の
検
討
は
後
掲
・

五
参
照
）
を
除
く
と
、
二
つ
の
事
件
と
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
骨
子
を
改
め
て
確
認
す
る
と
、
�
嫡
出
否
認
訴
訟
の
原
告
に
つ
い
て
、
先

例
（
九
八
年
判
決
、
〇
三
年
判
決
）
の
「
詳
細
説
」
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
に
み
て
当
事
者
間
の
血
縁
関
係
に
疑
問
を
生
じ
さ
せ
、
か
つ
、
他
男

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
実
申
立
て
を
し
て
お
ら
ず
、
訴
え
は
有
理

性
が
な
い
。
原
告
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
に
つ
い
て
、
母
の
拒
絶
的
態
度
を
援
用
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
し
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ

Ａ
鑑
定
の
提
出
は
、
証
拠
方
法
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
の
申
立
て
と
し
て
も
利
用
で
き
な
い
。
�
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関

係
解
析
は
、
被
告
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
形
で
現
れ
る
人
格
権
（
基
本
法
一
条
一
項
、
二
条
項
）
を
侵
害
す
る
。
基
本
権
の
保
護
は
、

裁
判
手
続
で
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
先
例
に
よ
れ
ば
、
電
話
通
話
の
秘
密
の
傍
聴
に
よ
っ
て
違
法
に
収
集
さ
れ
た
知
識
は
、
き
わ
め

て
例
外
的
な
場
合
に
限
っ
て
裁
判
手
続
に
お
い
て
利
用
し
て
よ
い
。
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
違
法
で
あ
り
、
否
認
手
続
で
子
ま
た

は
法
定
代
理
人
の
意
思
に
反
し
て
、
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
有
理
性
審
査
の
た
め
の
そ
の
利
用
は
、
子
の
人
格
権
お
よ
び
情
報
に
関
す

る
自
己
決
定
権
に
対
す
る
新
た
な
違
反
に
な
る
。
�
こ
の
考
え
方
は
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
父
子
関
係
鑑
定
を
全
面
的
に
禁
止
し
よ
う
と
す
る

連
邦
政
府
の
考
え
方
に
一
致
し
、
比
較
法
的
に
み
て
も
支
持
さ
れ
る
。
父
子
関
係
を
知
る
父
の
権
利
は
、
提
訴
期
間
の
制
限
（
民
法
一
六
〇
〇

＜
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条
二
項
）、
子
の
福
祉
に
重
き
を
お
く
九
七
年
の
父
子
関
係
改
革
法
の
立
法
者
意
思
か
ら
み
て
も
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
よ
り
も

高
い
価
値
が
あ
る
と
は
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
権
利
は
、
自
己
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
権
利
ま
で
も

付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

�　

詳
細
説
か
ら
の
帰
結　
　

本
件
連
邦
裁
は
、
先
例
（
九
八
年
判
決
、
〇
三
年
判
決
）
に
従
っ
て
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
の
申
立
て

要
件
に
関
し
て
、
詳
細
説
に
た
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
説
に
よ
る
と
、
右
訴
え
を
提
起
す
る
原
告
は
、「
客
観
的
に
み
て
当
事
者

間
の
血
縁
関
係
に
疑
問
を
生
じ
さ
せ
、
か
つ
、
他
男
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
実
申
立
て
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
要
件
事
実
を
主
張
す
る
だ
け
で
足
り
る
と
解
す
る
（
単
純
主
張
説
）
べ
き
で
は
な
い
。

　

�　

連
邦
裁
九
八
年
判
決
以
降
、
高
裁
判
例
は
例
外
な
く
詳
細
説
を
採
用
し
た
と
述
べ
る
文
献
が
あ 

そ
の
指
摘
は
、
そ
の
後
の
判
例
で

あ
ろ
う
前
掲
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.

   
 
                 
）（
二
３
�
参
照
）
に
は
妥
当
し
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
第
二
事
件
の
原
審
・
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
高
裁
は
詳
細
説
に
属
す
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

同
高
裁
は
つ
ぎ
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
�
ま
ず
原
告
Ｘ
の
訴
え
は
有
理
性
が
な
い
。
Ｘ
は
、
被
告
Ｙ
と
血
縁
関
係
が
な
い
と
思
わ
せ
る

具
体
的
な
手
掛
か
り
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
事
実
を
申
し
立
て
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
同
時
に
否
認
期
間
の
開
始

（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
を
基
礎
づ
け
る
事
実
で
も
あ
る
が
、
そ
の
点
に
Ｘ
の
陳
述
責
任
（D

arlegungslast

 
             
）
の
懈
怠
が
あ
る
、
と
す

る
。
�
つ
ぎ
に
、
子
の
皮
膚
、
眼
、
毛
髪
の
色
が
、
否
認
権
者
や
母
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
父
子
関
係
に
疑
問
が
生
ず
る
が
、
Ｘ

は
そ
う
し
た
相
違
を
示
す
具
体
的
な
申
立
て
を
し
て
い
な
い
。
�
そ
れ
以
外
に
事
情
は
な
い
。
同
高
裁
は
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
Ｘ
が
生
物
学

的
な
父
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
私
鑑
定
の
提
出
も
、
父
子
関
係
を
否
認
す
る
事
情
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
を
、
有
理
性
を
も
っ

て
陳
述
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
（
前
掲
・
三
２
�
�
参
照
）。

（
１
）
る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
四
九
（　
　
　

）

二
七



　

以
上
の
判
旨
に
よ
る
と
、
否
認
原
告
は
、
被
告
と
の
血
縁
関
係
が
な
い
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
手
掛
か
り
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
否
認
原
告

は
そ
の
た
め
の
陳
述
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
、
父
子
関
係
を
否
定
し
て
い
て
も
、
本
件
の
よ
う
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
そ
れ
に
適
さ
な
い
、
と
い

う
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。

　

�　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
は
ど
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
高
裁
は
、
Ｘ
提
出
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
父
子
関
係
証
拠
は
「
血
縁
鑑
定
実
施
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
違
反
し
、
被
検
査
者
の
本
人
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
の
理
由
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
私
的
に
収
集
さ
れ
た
父
子
関
係
テ
ス
ト
は
十
分
な
最
初
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
に
足
り
な
い
、
と
す
る
。
判
旨

の
後
段
は
詳
細
説
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
前
段
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
違
反
の
指
摘
は
、
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
高
裁
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
異
な
る
。

　

��
 

そ
こ
で
、
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
が
引
用
す
る
「
二
〇
〇
二
年
版
・
血
縁
鑑
定
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
み
る
と
、「
被
検
査
者
の
同

一
性
」
確
認
の
た
め
に
調
査
者
側
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
示
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
�
鑑
定
の
依
頼
に
際
し
て
、
調
査
者
は
、
そ
の
氏
名
、
誕
生

日
、
住
所
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�
ま
た
調
査
者
は
、
写
真
を
添
付
し
た
有
効
な
官
庁
発
行
の
証
明
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
分
を
証

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
子
供
の
場
合
は
、
出
生
証
明
書
）。
本
人
確
認
は
、
写
真
お
よ
び
（
ま
た
は
）
指
紋
に
よ
っ
て
補
充
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
�
そ
し
て
、
調
査
者
は
こ
う
し
た
本
人
確
認
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
記
録
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�
本
人
で
あ
る
か
否

か
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
れ
ば
、
調
査
者
は
依
頼
者
に
連
絡
し
て
、
事
実
関
係
を
解
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
（
２
鑑
定2.2.1.u

 
           

�
ま
た

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
裁
判
外
で
の
鑑
定
依
頼
の
場
合
に
は
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
渡
す
た
め
に
、
関
係
者
か
ら
書
面
に
よ
る
同
意
を
と
っ
て

お
く
よ
う
に
調
査
者
に
指
示
し
て
い
る
（2.2.3.

          

　

��
 

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
意
味
で
の
官
庁
の
規
定
で
は
な
く
、
勧
告
に
す
ぎ
な
い
と
み
る 

あ
れ
ば
、

行
政
法
規
の
性
質
を
有
す
る
と
み
る 

あ
る
。
下
級
審
判
例
で
あ
る
が
、
後
掲
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地
裁
二
〇
〇
三
年
五
月
二
二
日
判
決

（
２
）

2  
）。

（
３
）

5  
）。

（
４
）
説
も

（
５
）
説
も

＜
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二
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〇
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）

二
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（Fam
E

Z
2003,S.1580

   
 
               
）
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
法
律
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
そ
の
公
刊
年
度
は
異
な
る
）。
そ
の
性
質
決
定
い
か
ん
に

よ
っ
て
は
、
裁
判
上
の
利
用
問
題
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
も
思
え
る 

第
一
事
件
の
原
審
は
法
的
性
質
に
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
。
そ

の
判
旨
に
よ
る
と
、
本
人
確
認
を
欠
き
、
そ
の
同
意
も
な
い
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
私
的
な
父
子
鑑
定
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
違
反
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違
反
の
私
鑑
定
は
、
一
般
的
に
裁
判
上
利
用
で
き
な
い
と
み
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

　

�　

こ
れ
に
対
し
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
基
づ
く
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
に
お
い
て
、
鑑
定
結
果
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
母
が

他
男
と
の
関
係
を
認
め
た
と
い
う
事
案
を
扱
っ
た
下
級
審
判
例
が
あ
る
。

　

��
 

コ
ブ
レ
ン
ツ
高
裁
二
〇
〇
六
年
二
月
二
三
日
判
決
（Fam

R
Z

2006,S.808

   
 
              
）
は
、
有
理
性
審
査
の
基
礎
は
当
該
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
で
は
な
く

て
、
母
の
陳
述
で
あ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
有
理
性
あ
る
陳
述
が
あ
っ
た
も
の
と
み
て
い
る
。
事
案
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

コ
ブ
レ
ン
ツ
高
裁
の
右
の
よ
う
な
扱
い
は
、
相
手
方
当
事
者
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違
反
の
鑑
定
結
果
を
争
わ
な
い
と
き
は
、
仮
に
秘
密
に
収
集
さ

れ
た
鑑
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
き
も
、
有
理
性
審
査
を
パ
ス
さ
せ
て
さ
ら
に
審
理
を
進
め
て
い
る
点
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違
反
を
理
由
に

訴
え
の
有
理
性
な
し
と
み
る
第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
に
比
べ
て
緩
や
か
な
扱
い
に
み
え
る
。

　

��
 

ま
た
コ
ル
バ
ッ
ハ
区
裁
二
〇
〇
四
年
七
月
二
日
判
決
（Fam

R
Z

2005,S.290f.
   
 
                
）
は
、
否
認
訴
訟
の
被
告
・
子
が
、
父
子
関
係
の
不
存
在

を
示
す
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
の
結
果
を
知
ら
さ
れ
た
後
、
裁
判
外
お
よ
び
答
弁
書
に
お
い
て
、
法
定
懐
胎
期
間
中
に
お
け
る
母
の
他
男
と

の
関
係
を
認
め
た
、
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
、
同
判
決
は
請
求
を
認
容
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
は
、
最
初
に
本
判
決
を

引
用
し
て
、
原
告
の
申
立
て
に
つ
い
て
証
拠
評
価
の
禁
止
が
適
用
さ
れ
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
し
か
し
本
件
に
お
い
て
は
、

被
告
が
右
テ
ス
ト
結
果
の
通
知
後
に
母
の
他
男
と
の
関
係
を
自
ら
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
告
に
対
し
新
し
い
独
立
し
た
否
認
事
由
を
提
供
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
証
拠
評
価
の
禁
止
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）
が
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
五
一
（　
　
　

）

二
九



　

��
 

右
に
み
た
二
つ
の
判
決
の
扱
い
は
、
あ
る
い
は
「
具
体
的
な
手
掛
か
り
」
の
審
査
対
象
の
ひ
と
つ
の
事
項
と
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
掲
げ
る

第
二
事
件
の
原
審
・
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
高
裁
の
審
理
方
法
に
近
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
秘
密
の

父
子
鑑
定
の
提
出
で
は
有
理
性
審
査
を
パ
ス
さ
せ
な
い
考
え
方
と
は
審
理
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
緩
や
か
な
扱
い
は
、
前
掲
・
連
邦
裁
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
判
決
で
も
う
か
が
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
（
二
３
�
�
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
原
審
が
、
否
認
原
告
の
提
出
し
た
秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
基
づ
き
、
職
権
に
よ
り
実
施
し
た

鑑
定
（
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
）
に
基
づ
き
請
求
を
認
容
し
た
の
に
対
し
、
連
邦
裁
も
原
審
の
右
措
置
を
是
認
し
て
、
原
判
決
を
維
持
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
学
説
の
議
論
は
ま
だ
未
検
討
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
連
邦
裁
一
九
九
八
年
判
決
の
示
す
詳
細
説
に
よ
る

扱
い
と
は
、
必
ず
し
も
整
合
的
と
い
え
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
否
認
訴
訟
に
お
い
て
職
権
探
知
主
義
は
制
限
さ
れ
（
民
訴
法
六
四
〇
条
ｄ
）、

否
認
原
告
は
ま
ず
は
必
要
な
事
実
を
先
に
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
否
認
原
告
は
裁
判
所
の
事
実
探
知
を
当
て
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
詳

細
説
は
否
認
原
告
に
「
最
初
の
疑
い
」
を
示
す
具
体
的
な
手
掛
か
り
の
提
出
を
要
求
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
本
判
決
は
、
秘
密

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
提
出
は
そ
の
適
格
を
有
し
な
い
と
判
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
連
邦
裁
〇
六
年
判
決
の
よ
う
な
緩
や
か
な
扱
い
を
認
め
る

と
、
秘
密
の
鑑
定
を
入
手
し
た
否
認
原
告
が
相
手
方
の
自
白
や
裁
判
所
の
職
権
鑑
定
（
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
）
に
賭
け
る
よ
う
な
訴
訟
を
生
じ

さ
せ
る
結
果
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

　

し
か
し
本
判
決
が
、
一
方
で
は
第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
の
よ
う
な
厳
格
な
扱
い
と
、
も
う
一
方
で
第
二
事
件
の
原
審
・
チ
ュ
ー

リ
ン
ゲ
ン
高
裁
の
よ
う
な
緩
や
か
な
扱
い
の
い
ず
れ
も
、
同
旨
の
判
示
で
も
っ
て
認
容
し
て
い
る
と
い
う
点
を
考
え
た
場
合
、
判
旨
は
秘
密
の

父
子
鑑
定
の
扱
い
を
一
律
に
禁
止
し
た
も
の
で
は
な
く
、
事
案
に
応
じ
て
裁
判
所
の
扱
い
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
も
で
き
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
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�　
「
最
初
の
疑
い
」
と
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定　
　

本
判
決
は
、
判
旨
�
�
部
分
で
、「
最
初
の
疑
い
」
を
基
礎
づ
け
る
事
情
と

し
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
ま
た
は
利
用
の
「
拒
絶
」
で
足
り
る
と
解
す
る
ム
ッ
ト
シ
ュ
ラ
ー
説
（D

.M
utschler

 
   
        
）
を
批
判
的
に
引
用
す
る
。

　

�　

し
か
し
、
ム
ッ
ト
シ
ュ
ラ
ー
説
の
本
旨
は
詳
細
説
（
連
邦
裁
九
八
年
判
決
）
に
対
す
る
批
判
に
あ
り
、
仮
に
詳
細
説
を
採
っ
た
場
合
に

は
、
父
が
私
鑑
定
を
秘
密
に
収
集
す
る
と
い
う
本
件
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
こ
と
を
す
で
に
予
測
し
て
い 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
私
鑑

定
を
得
る
た
め
、
子
の
身
体
組
織
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
夫
の
態
度
は
、
子
と
家
庭
の
平
和
の
利
益
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
は
、

否
認
原
告
に
「
最
初
の
疑
い
」
の
提
示
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
訴
訟
過
程
に
お
い
て
高
い
技
術
を
も
っ
た
正
規
の
鑑
定
人
に
鑑
定
を
行
わ

せ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
父
子
関
係
を
完
全
に
解
明
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
譲
っ
て
連
邦
裁
九
八
年
判
決
を

前
提
に
し
た
場
合
の
次
善
の
策
と
し
て
、
母
が
裁
判
外
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
を
拒
絶
し
た
と
い
う
態
度
を
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
「
最
初
の

疑
い
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
、
説
い
て
い
る
。

　

�　

本
判
決
は
、
母
Ａ
の
事
後
的
な
同
意
の
拒
絶
も
「
最
初
の
疑
い
」
を
基
礎
づ
け
る
事
情
で
は
な
い
と
述
べ
る
際
に
、
強
制
鑑
定
を
定
め

る
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
を
引
用
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
や
そ
の
存
否
確
認
訴
訟
に
お
い
て
、
�
血
縁
関
係
の
確

認
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
�
承
認
さ
れ
た
学
問
上
の
原
則
か
ら
み
て
、
そ
の
検
査
が
事
実
関
係
の
解
明
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る

と
き
、
�
検
査
方
法
、
自
身
ま
た
は
近
親
者
（
証
言
拒
絶
権
を
も
つ
者
）
に
対
す
る
検
査
結
果
の
効
果
か
ら
み
て
、
要
求
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
健
康
を
害
す
る
も
の
で
な
い
と
き
、
す
べ
て
の
者
に
血
液
型
検
査
、
特
に
血
液
採
取
に
服
す
べ
き
旨
規
定
す
る
。
詳
細
説
を
採
っ
た
連
邦

裁
九
八
年
判
決
は
、
鑑
定
時
の
医
学
検
査
に
よ
る
当
事
者
や
関
係
者
の
不
快
感
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
条
の
適
用
に
関
し
て
は
、
当
事
者
が
具

体
的
な
事
実
を
提
示
し
て
い
な
い
と
き
も
、
血
液
採
取
を
認
め
て
よ
い
か
は
下
級
審
判
例
で
対
立
が
あ
る 

本
判
決
は
、
母
Ａ
が
拒
絶
的
態

度
を
示
し
て
い
て
も
、
同
条
の
右
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
判
決
は
、
同
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
実
の

（
７
）
た
。

（
８
）
が
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
五
三
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）
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提
示
を
不
要
と
す
る
考
え
方
を
採
ら
な
い
旨
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

�
上
述
し
た
よ
う
に
、
連
邦
裁
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
判
決
（Fam

R
Z

2006,S.686ff.=M
D

R
2006,S.1

   
 
                   
 
 
           17ff.

     
）
に
お
い
て
、
本
判
決
は
、

父
子
関
係
否
認
手
続
で
「
最
初
の
疑
い
」
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
要
件
を
高
く
求
め
る
判
例
に
対
し
て
、「
再
考
を
要
す
る
」
旨
判
示
し
た
も

の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
判
旨
「
２
」、
本
稿
で
は
前
掲
二
２
�
�
〜
�
）。
後
掲
・
連
邦
憲
法
裁
二
〇
〇
七
年
二
月
一
三
日
（Fam

R
Z

2007,

   
 
        

S.441ff.,446

              
）
も
、
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
連
邦
裁
レ
ヴ
ェ
ル
で
最
初
に
詳
細
説
を
採
用
し
た
連
邦
裁
一
九
九
八
年
四

月
二
二
日
判
決
（Fam

R
Z

1998,S.955ff.

   
 
                 
）
が
、
�
従
来
の
高
裁
判
例
や
学
説
に
お
い
て
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
の
原
告
は
父
子
関
係
に
つ
い

て
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
「
詳
細
な
事
情
」
を
陳
述
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
�
嫡
出
性
が
な
い
こ
と
の
蓋

然
性
が
あ
る
、
ま
た
は
ま
っ
た
く
圧
倒
的
に
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
事
情
ま
で
も
提
出
す
る
必
要
は
な
い
、
�
客
観
的
に
み
て
、
嫡
出
性

に
疑
い
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
得
な
い
も
の
で
も
な
い
と
思
わ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
で
足

り
る
、
と
判
示
し
て
い
る
（F

am
R

Z
1998,

S.
957

   
 
              
）。
本
判
決
も
、
右
連
邦
裁
九
八
年
判
決
の
判
旨
�
部
分
を
同
様
に
繰
り
返
し
て
い
る

（Fam
R

Z
2005,S.340

   
 
              
）。
そ
う
す
る
と
、
筆
者
は
こ
れ
を
詳
細
説
と
仮
に
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
連
邦
裁
が
考
え
る
、
す
で
に
再
考
さ

れ
た
、
緩
和
的
な
「
詳
細
」
説
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

子
の
一
般
的
人
格
権
と
父
の
父
子
関
係
不
存
在
確
認
の
利
益

　

�　

本
判
決
は
、
判
旨
�
部
分
の
冒
頭
で
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
と
、
父
子
関
係
の
不
存
在
を
確
認
す
る
父
の
利
益
を
比
較
衡

量
し
て
、
前
者
を
優
先
さ
せ
た
原
審
の
判
断
に
問
題
は
な
い
と
す
る
。
で
は
、
原
審
は
ど
の
よ
う
な
判
断
を
し
て
い
る
の
か
。

　

�　

ま
ず
第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
は
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
父
子
鑑
定
の
利
用
に
反
対
す
る
子
の
基
本
法
上
の
地
位
と
、
疑
父

＜
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（Scheinvater

           
）
の
法
律
上
保
護
す
べ
き
地
位
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
疑
父
の
利
益
を
優
先
す
る
結
論
に
は
至
ら
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。

�
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
私
的
父
子
関
係
証
拠
は
、
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
（
基
本
法
二
条
一
項
）
と
い
う
形
で
現
れ
る
、
子
の
一
般
的
人

格
権
を
侵
害
す
る
。
本
件
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関
係
証
拠
は
、
Ｙ
の
一
一
の
染
色
体
を
検
査
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
Ｙ
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権

を
侵
害
し
て
い
る
。
ま
た
同
原
審
は
、
母
Ａ
が
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
ず
、
同
意
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
、
違
法
に
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
み
る
。
�
つ
ぎ
に
同
原
審
は
相
当
性
原
則
に
よ
る
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
の
基
本
法
上
の
権
利
に
対
峙
す
る
の
が
、

自
己
の
遺
伝
ま
た
は
父
子
関
係
を
知
る
と
い
う
法
律
上
の
父
の
権
利
で
あ
る
。
裁
判
外
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
に
関
し
て
、
両
者
の
基
本
法
上
の

地
位
が
抵
触
す
る
た
め
、
比
較
衡
量
の
枠
内
で
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
同
原
審
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違
反
の
私
的
父
子
関
係
テ

ス
ト
は
、
信
頼
性
を
も
っ
て
血
縁
問
題
を
解
明
で
き
な
い
。
Ｘ
に
よ
る
Ｙ
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
侵
害
は
、
Ｘ
の
父
子
関
係
の
存
否

を
知
る
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
で
正
当
化
さ
れ
な
い
、
と
述
べ
る
。

　

�　

つ
ぎ
に
第
二
事
件
の
原
審
・
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
高
裁
も
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
裁
判
上
の
利
用
は
Ｙ
の
人
格
権
を
不
当
に
侵
害
す
る
と
し
て
、

裁
判
手
続
で
は
利
用
で
き
な
い
と
す
る
。
同
原
審
も
相
当
性
原
則
に
よ
る
審
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
特
に
子
Ｙ
の
福
祉
と
そ
の
無
過
失
を
指
摘

し
て
い
る
点
が
第
一
事
件
の
原
審
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
原
審
は
、
�
Ｙ
の
福
祉
が
重
要
で
あ
り
、
い
つ
も
の
社
会
的
結
合
体
の
中
で
、

妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
成
長
す
る
利
益
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
Ｘ
は
一
九
八
九
年
に
認
知
し
、
Ｙ
は
、
Ｘ
を
生
物
学
上
の
父
と
信

頼
し
て
成
長
し
て
き
た
。
鑑
定
の
実
施
時
に
一
五
歳
で
あ
っ
た
Ｙ
の
成
長
は
、
Ｘ
の
介
入
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
�
Ｙ
は
、
Ｘ
が

父
子
関
係
に
疑
問
を
も
つ
き
っ
か
け
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
。
Ｘ
は
、
鑑
定
に
よ
っ
て
初
め
て
否
認
の
訴
え
の
有
理
性
を
基
礎
づ
け
る
事

情
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、
違
法
な
態
度
が
な
け
れ
ば
、
訴
え
を
提
起
す
る
動
機
は
生
じ
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

�　

以
上
に
よ
る
と
、
原
審
に
お
い
て
は
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
父
子
鑑
定
は
、
子
の
人
格
権
（
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
）
を
侵
害
し

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
五
五
（　
　
　

）

三
三



た
も
の
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
子
の
母
の
同
意
が
な
い
点
で
、
違
法
で
あ
る
。
相
当
性
原
則
に
よ
る
審
査
を
加
え
て
も
、
父
の
父
子
関
係

を
知
る
権
利
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
父
の
父
子
関
係
を
知
る
権
利
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
信
頼
性
の
な
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違
反

（
第
一
事
件
）、
ま
た
は
子
の
福
祉
と
父
の
違
法
な
態
度
（
第
二
事
件
）
の
指
摘
を
も
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
は
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
印

象
を
受
け
る
。
本
判
決
は
こ
の
よ
う
な
原
審
の
判
断
を
維
持
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

�　

本
判
決
は
、
判
旨
�
�
で
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
を
違
法
と
し
て
、
父
子
関
係
否
認
訴
訟
手
続
で
は
、
子
や
法
定
代
理
人

の
意
思
に
反
し
て
利
用
で
き
な
い
と
の
結
論
を
導
く
に
あ
た
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
の
違
法
収
集
証
拠
理
論
に
関
す
る
先

例
を
引
用
し
な
が
ら
、
右
結
論
を
基
礎
づ
け
て
い
る
（
判
旨
�
�
お
よ
び
�
部
分
）。
そ
の
際
に
引
用
さ
れ
た
判
例
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　

�　

��
 

最
初
に
引
用
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
一
九
九
一
年
六
月
一
一
日
決
定
（Fam

R
Z

1991,S.1037f.

   
 
                 
）
は
、
禁
治
産
宣
告
を
受
け
た
成
人

男
性
が
住
居
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
際
に
、
賃
貸
人
に
禁
治
産
宣
告
に
つ
い
て
告
げ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
賃
貸
人
が
右
契
約

を
解
除
し
て
、
そ
の
明
渡
し
を
求
め
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
控
訴
審
判
決
に
対
す
る
被
告
・
賃
借
人
か
ら
の
憲
法

異
議
（Verfassungsbeschw

erde

 
                
    
）
事
件
で
、
連
邦
憲
法
裁
は
、
控
訴
審
判
決
は
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
で
保
障
さ
れ
た
異
議
申
立

人
の
一
般
的
人
格
権
を
侵
害
す
る
と
の
決
定
を
下
し
た
。
こ
の
決
定
は
、
�
一
般
的
人
格
権
の
保
護
は
、
国
家
の
直
接
的
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ

る
の
み
な
ら
ず
、
私
法
領
域
で
も
、
そ
の
規
定
の
適
用
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
特
性
が
あ
る
。
�
裁
判
官
は
憲
法
上
の
要
請
に
よ
り
、
個
別
的

事
案
で
民
事
法
規
の
適
用
が
基
本
権
を
侵
害
し
な
い
か
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
裁
判
官
は
基
本
法
に
照
ら
し
て
規
定
を
解

釈
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
怠
っ
て
判
決
を
し
た
場
合
、
裁
判
官
は
憲
法
違
反
の
み
な
ら
ず
、
市
民
の
基
本
権
も
侵
害
し
た
こ
と
に

な
る
、
と
の
一
般
的
な
命
題
を
明
ら
か
に
し
て
い （
９
）
る
。

＜
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本
件
判
決
は
、
こ
の
連
邦
憲
法
裁
の
右
判
旨
�
部
分
を
踏
襲
し
て
、
裁
判
手
続
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
権
の
保
護
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
の
事
案
は
、
契
約
の
相
手
方
に
自
身
の
禁
治
産
宣
告
の
事
実
を
告
知
し
て
い
な
か
っ
た
点
が
問
題
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
本
件
と

の
類
似
性
は
小
さ
い
。

　

��
 

続
い
て
引
用
さ
れ
た
先
例
は
、
民
事
訴
訟
の
違
法
収
集
証
拠
と
し
て
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
、
他
人
間
（
こ
こ
で
は
訴
訟
当
事
者
間
）

の
電
話
通
話
を
盗
み
聞
き
な
い
し
盗
聴
し
た
第
三
者
を
証
人
申
請
し
て
、
そ
の
証
言
を
訴
訟
上
利
用
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
扱
っ
た
、
連
邦

憲
法
裁
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
九
日
決
定
（B

VerfG
E

106,S.28ff.;Fam
R

Z
2003,S

 
 
    
 
                   
 
         .21ff.;N

JW
2002,S.3619ff.

          
  
                 
）
お
よ
び
連
邦
裁
二
〇

〇
三
年
二
月
一
八
日
判
決
（N

JW
2003,S.1727ff.

 
  
                 
）
で
あ
る
。

　

前
者
の
連
邦
憲
法
裁
〇
二
年
決
定
は
、
二
件
の
憲
法
異
議
事
件
を
扱
い
、
両
事
件
と
も
、
当
事
者
間
の
電
話
通
話
の
や
り
取
り
を
そ
の
傍
ら

で
聞
い
て
い
た
第
三
者
を
証
人
尋
問
し
て
、
そ
の
証
言
に
基
づ
き
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
裁
判
所
の
措
置
が
問
題
に
な
っ
て
い 

　

連
邦
憲
法
裁
は
、
両
事
件
と
も
憲
法
異
議
の
申
立
て
は
適
法
で
、
理
由
も
あ
る
と
判
示
す
る
。
そ
の
決
定
要
旨
に
よ
る
と
、
�
一
般
的
人
格

権
は
無
条
件
で
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
憲
法
秩
序
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
（
基
本
法
二
条
一
項
）。
�
し
か
し
、
基
本
法
の
侵
害

が
正
当
か
否
か
は
、
そ
の
利
用
に
反
対
す
る
一
般
的
人
格
権
と
、
そ
の
利
用
を
支
持
す
る
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
基
本
法
、
と
り
わ
け
法
治
国
家
原
理
は
、
機
能
的
司
法
の
要
請
に
特
別
な
意
義
を
お
き
、
民
事
訴
訟
で
も
機
能
的
司
法

の
維
持
と
実
体
的
に
正
し
い
裁
判
の
追
及
は
公
共
社
会
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
裁
判
所
は
、
真
実
探
知
の
た
め
に
重
要
で
立

証
を
要
す
る
事
実
主
張
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
の
提
出
し
た
証
拠
方
法
を
し
ん
酌
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
由
心
証
主
義
（
民
訴

法
二
八
六
条
）
お
よ
び
審
尋
請
求
権
（
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
）
も
そ
れ
を
要
請
す
る
。
�
た
だ
し
、
比
較
衡
量
に
お
い
て
、
一
般
的
人
格
権

と
同
等
、
ま
た
は
そ
れ
よ
り
も
高
い
価
値
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
機
能
的
な
刑
事
・
民
事
司
法
へ
の
公
益
だ
け
で
は
足
り
ず
、
む
し
ろ
別

（　

）
１０る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
五
七
（　
　
　

）

三
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の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
人
格
権
を
侵
害
し
て
も
、
証
拠
調
べ
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
す
観
点
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刑
事
訴
訟
で
は
、
た
と
え
ば
特
に
重
大
な
犯
罪
行
為
の
解
明
が
そ
れ
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
―
常
に
存
す
る
「
単
な
る
」
証
明
の

利
益
を
こ
え
て
―
、
当
事
者
の
権
利
実
現
の
た
め
に
は
、
証
拠
調
べ
の
利
益
に
特
別
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
状
況
が
そ
れ
で
あ
る
。
�
各
裁
判

権
に
お
い
て
、
挙
証
者
が
正
当
防
衛
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
状
況
に
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
被
告
の
予
想
外
の
消
費 

賃
借
内
容
の
否
認
だ
け
で
は
足
り
な
い
し
、
ま
た
相
手
方
の
人
格
権
侵
害
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
民
事
法
上
の
請
求
権
の
た
め
の
証
拠
方
法

を
確
保
す
る
と
い
う
利
益
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
�
以
上
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
は
、
判
決
に
は
そ
の
よ
う
な
特
別
の
事
情
を
確
認
で
き
な
い
と

す
る
。
相
手
方
（
つ
ま
り
、
盗
聴
し
た
側
の
当
事
者
）
が
、
一
般
的
人
格
権
の
侵
害
を
正
当
化
し
う
る
緊
急
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

何
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
相
手
方
は
、
そ
れ
ま
で
の
そ
の
行
動
の
認
識
状
態
か
ら
み
て
、
一
般
的
な
証
明
の
利
益
し
か
主
張
で
き
て
い

な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
民
事
裁
判
所
の
一
致
し
た
見
解
に
よ
る
と
、
正
当
化
事
由
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。

　

右
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
電
話
通
話
の
情
報
を
相
手
方
に
は
秘
密
に
入
手
し
て
、
そ
れ
を
証
人
の
証
言
を
通
じ
て
訴
訟
で
利
用
し
よ
う
と
す

る
一
方
当
事
者
の
行
動
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
点
で
、
本
件
の
秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
利
用
と
事
案
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
連
邦
憲

法
裁
〇
二
年
は
、
�
一
般
的
人
格
権
の
訴
訟
上
の
保
護
を
説
い
た
前
掲
・
連
邦
憲
法
裁
一
九
九
一
年
の
考
え
方
を
前
提
に
し
て
、
�
し
か
し
、

そ
れ
を
侵
害
す
る
場
合
の
正
当
化
の
判
断
は
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
と
の
比
較
衡
量
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
判
断
す
る
、
�
た
だ
し
、
民

事
訴
訟
で
は
特
別
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
証
拠
調
べ
の
利
益
が
あ
る
か
と
い
う
別
の
観
点
が
必
要
で
あ
り
、
単
に
証
拠
方
法
の
確
保
と
い
う
利

益
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
と
い
う
枠
組
み
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
判
決
が
こ
の
連
邦
憲
法
裁
〇
二
年
決
定
を
引
用
す
る
趣
旨
も
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
特
別
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
証
拠
調
べ
の
利
益
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、
否
認
原
告
は
正
当
防
衛
な
い

し
そ
れ
に
類
す
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
旨
判
断
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
否
認
原
告
の
父

＜
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子
関
係
を
知
る
権
利
は
子
の
一
般
的
人
格
権
に
優
先
し
な
い
と
の
基
本
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
判
断
（
前
掲
�
）
に
加
え
て
、
さ
ら
に
訴
訟
法
レ
ヴ
ェ

ル
に
お
い
て
も
否
認
原
告
の
訴
え
を
正
当
化
で
き
な
い
旨
を
指
摘
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　

な
お
、
学
説
に
お
い
て
、
こ
の
連
邦
憲
法
裁
〇
二
年
決
定
に
対
す
る
評
価
は
分
か
れ
て
い 

と
り
わ
け
批
判
説
は
、
同
決
定
と
は
異
な
り
、

む
し
ろ
緊
急
情
況
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
指
摘
す 

　

��
 

連
邦
裁
二
〇
〇
三
年
二
月
一
八
日
判
決
（N

JW
2003,S.1727ff.

 
  
                 
）
は
、
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
の
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
契
約
当
時
に
は
、
当
事
者
は
ま
だ
友
好
な
関
係
に
あ
り
、
契
約
書
は
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
貸
主
は
、
弁
護
士
の
勧
め
に
従
っ

て
、
借
主
が
金
員
の
受
領
を
認
め
る
旨
の
電
話
に
よ
る
通
話
内
容
を
、
借
主
に
は
内
緒
で
録
音
し
た
。
原
審
は
同
弁
護
士
を
証
人
尋
問
し
た
う

え
で
、
貸
主
の
請
求
を
認
容
し
た
の
に
対
し
て
、
連
邦
裁
は
、「
話
さ
れ
た
言
葉
に
つ
い
て
の
権
利
」
と
い
う
一
般
的
人
格
権
の
憲
法
秩
序
に

よ
る
制
限
が
問
題
に
な
る
場
合
に
、
一
般
的
人
格
権
と
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
の
比
較
衡
量
を
し
た
原
審
の
判
断
は
正
当
で
は
な
い
と
し
て
、

原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
て
い 

　

こ
の
連
邦
裁
〇
三
年
判
決
で
は
、
電
話
通
話
の
秘
密
録
音
テ
ー
プ
の
訴
訟
上
の
利
用
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
判
決
は
、
連
邦
憲
法
裁

〇
二
年
決
定
と
同
じ
考
え
方
に
た
ち
、
相
手
方
の
人
格
権
を
侵
害
し
て
も
、
そ
の
利
用
を
正
当
化
で
き
る
ケ
ー
ス
で
は
な
い
と
解
し
て
い 

　

��
 

右
に
み
た
、
�
電
話
通
話
の
盗
み
聞
き
な
い
し
盗
聴
ケ
ー
ス
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
〇
二
年
判
決
、
お
よ
び
連
邦
裁
〇
三
年
判
決
の
い
ず

れ
も
、
違
法
収
集
証
拠
の
訴
訟
上
の
利
用
に
関
す
る
最
上
級
審
判
例
の
基
本
的
考
え
方
を
最
初
に
明
ら
か
に
し
た
連
邦
裁
一
九
五
八
年
五
月
二

〇
日
判
決
（B
G

H
Z

 
 
 
  27,

    S.284ff.=N
JW

1958,S.1344f.

           
  
                
）
を
引
用
し
て
い 

違
法
収
集
証
拠
理
論
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
の
議
論
は
、
わ
が

国
の
先
学
に
よ
っ
て
も
す
で
に
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
い
る 

現
在
の
判 

よ
び
通 

折
衷
説
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
実
体
法
上
違
法
に

収
集
さ
れ
た
証
拠
方
法
が
、
基
本
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
基
本
権
、
特
に
人
格
権
を
侵
害
し
て
い
る
場
合
に
は
、
訴
訟
に
お
い
て
利
用
で
き

（　

）
１１る
。

（　

）
１２る
。

（　

）
１３る
。

（　

）
１４る
。

（　

）
１５る
。

（　

）
１６が
、

（　

）
１７例
お

（　

）
１８説
は

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
五
九
（　
　
　

）

三
七



な
い
と
す
る
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
折
衷
説
の
先
例
を
引
用
す
る
本
判
決
も
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の

訴
訟
上
の
利
用
問
題
に
関
し
て
、
違
法
収
集
証
拠
に
関
す
る
折
衷
説
に
く
み
し
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
有
力
な
学
説
が

そ
の
趣
旨
に
解
し
て
、
本
判
決
を
支
持
し
て
い 

　

�　

以
上
か
ら
、
本
判
決
は
、
訴
訟
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
違
法
収
集
証
拠
に
関
す
る
折
衷
説
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
、
相
手
方
に
秘
密
に

収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
基
本
法
上
保
護
さ
れ
た
相
手
方
の
一
般
的
人
格
権
（
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
）
を
侵
害
し
て
い
る
点
で
、

訴
訟
上
利
用
で
き
な
い
と
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
否
認
原
告
は
、
権
利
実
現
の
た
め
に
、
子
の
人
格
権
を
侵
害
し
て
も
、
な
お
証
拠
調
べ
を
す

べ
き
利
益
が
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
特
別
な
意
義
（
事
情
）
を
提
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
違
法
収
集
証
拠
に
関
す
る
最
近
の
ド

イ
ツ
法
の
議
論
に
お
い
て
、
原
則
適
法 

説
く
研
究
が
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
の
研
究
も
本
件
の
よ
う
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
利

用
問
題
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
真
実
の
探
知
を
強
調
す
る
基
本
的
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
訴
訟
上
の
利
用
を
肯
定
す
る

可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ 

　

�　

本
判
決
は
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
他
の
裁
判
権
等
の
二
件
の
判
例
を
さ
ら
に
引
用
し
て
、
一
般
的
人
格
権

の
侵
害
と
い
う
そ
の
結
論
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。

　

�　

一
件
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
八
日
決
定
（N

JW
2001,S.1082ff.

 
  
                 
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
職
場
（
地
方

貯
蓄
銀
行K

reissparkasse

 
             
）
を
侮
辱
す
る
内
容
の
、
匿
名
の
書
簡
を
出
し
た
と
い
う
嫌
疑
で
解
雇
通
知
を
受
け
た
労
働
者
本
人
に
無
断
で
実

施
さ
れ
た
、
職
場
の
彼
の
所
持
品
に
対
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査
の
違
法
性
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
同
決
定
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
、

そ
の
一
般
的
人
格
権
の
侵
害
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
�
書
簡
か
ら
採
取
し
た
だ
液
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
等
か
ら
得
ら
れ
た
Ｄ

Ｎ
Ａ
鑑
定
と
一
致
し
て
い
る
。
�
し
か
し
、
鑑
定
に
よ
り
探
知
さ
れ
た
事
実
は
、
当
該
労
働
者
の
不
利
益
に
証
拠
と
し
て
利
用
し
て
は
な
ら
な

（　

）
１９る
。

（　

）
２０説
を

（　

）
２１る
。

＜
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い
。
�
そ
の
利
用
は
、
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
と
い
う
形
で
現
れ
る
、
憲
法
上
お
よ
び
民
事
法
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
一
般
的
人
格
権
を
侵

害
す
る
。

　

�　

も
う
一
件
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
一
九
九
四
年
一
〇
月
五
日
判
決
（N

JW
1884,S.3005ff.

 
  
                 
）
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同

体
事
務
局
の
職
員
が
保
険
検
査
医
か
ら
、
同
意
な
く
エ
イ
ズ
検
査
を
実
施
さ
れ
、
勤
務
に
必
要
な
身
体
適
格
を
有
し
な
い
と
し
た
同
事
務
局
の

決
定
の
取
消
し
を
求
め
た
と
い
う
事
案
で
、
同
判
決
は
、
�
私
生
活
を
守
る
権
利
（
共
同
体
憲
章
八
条
）
は
、
個
人
が
健
康
状
態
を
秘
密
に
す

る
権
利
も
含
む
、
�
本
人
の
検
査
の
拒
絶
を
包
括
的
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
、
本
人
の
意
思
に
反
し
た
検
査
を
実
施
す
る
よ
う

な
基
本
権
の
制
限
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
す
る
。

　

�　

本
判
決
は
、
判
旨
�
�
部
分
に
お
い
て
も
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
に
つ
い
て
、
同
様
に
一
般
的
人
格
権
か
ら
導
か
れ
る
自

己
の
父
子
関
係
を
知
る
父
や
疑
父
（Scheinvater

           
）
の
権
利
も
ま
た
、
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
子
と
の
父
子
関
係
を
父
や
疑
父
の
知

る
権
利
が
よ
り
上
位
に
あ
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
本
判
決
は
連
邦
憲
法
裁
二
〇
〇
三
年
四
月
九
日
決
定

（B
V

erfG
E

108
(2004),S.

 
 
    
 
                82   ff.,104f;Fam

R
Z

2003,S.816ff.,82

              
 
                     0ff.

    
）
お
よ
び
連
邦
裁
一
九
九
九
年
一
月
二
〇
日
判
決
（Fam

R
Z

1999,

   
 
        

S.716f.

        
）
の
二
件
の
先
例
を
引
用
し
て
い
る
。

　

�　

ま
ず
連
邦
憲
法
裁
二
〇
〇
三
年
四
月
九
日
決
定
（B

VerfG
E

108
(2004),S.

 
 
    
 
                82   ff.,104f;Fam

R
Z

2003,S.816ff.,82

              
 
                     0ff.

    
）
は
、
先

に
も
触
れ
た
よ
う
に
生
物
学
上
の
父
に
対
し
て
父
子
関
係
の
否
認
権
限
を
付
与
す
る
法
改
正
（
現
行
一
六
〇
〇
条
一
項
二
号
）
を
導
い
た
判
例

で
あ 

そ
の
事
案
を
み
る
と
、
原
告
Ｘ
（
イ
ラ
ン
国
籍
を
も
つ
パ
レ
ス
チ
ナ
人
男
性
）
は
一
九
九
八
年
生
ま
れ
の
子
Ｙ
（
被
告
）
と
の
父
子

関
係
を
認
知
し
よ
う
と
し
た
が
、
Ｙ
の
母
Ａ
が
拒
絶
、
Ｙ
に
対
し
父
子
関
係
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
は
そ
れ
を
争
う
と
と
も
に
、

別
の
男
性
が
す
で
に
認
知
し
た
と
主
張
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
予
備
的
に
当
該
男
性
は
Ｙ
の
父
で
な
い
こ
と
の
確
認
請

（　

）
２２る
。秘

密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
六
一
（　
　
　

）

三
九



求
を
提
起
し
た
。
第
一
審
は
Ｘ
の
請
求
棄
却
、
控
訴
審
も
Ｘ
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｘ
は
、
憲
法
異
議
の
申
立
て
に
よ
り
、
基
本

法
六
条
二
項
（
子
の
保
護
（Pflege

      
）
お
よ
び
教
育
（E

rziehung

 
        
）
に
つ
い
て
の
両
親
の
権
利
・
義
務
、
国
家
共
同
社
会
に
よ
る
監 

に
基

づ
く
基
本
権
の
侵
害
を
主
張
し
た
。

　

こ
の
事
件
の
審
理
に
お
い
て
、
連
邦
裁
第
一
二
民
事
部
の
裁
判
長
は
、
�
父
子
関
係
を
認
知
し
た
男
性
が
子
の
母
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
場
合
、

ま
た
父
子
関
係
の
推
定
が
行
わ
れ
る
場
合
（
民
法
一
五
九
二
条
）
に
は
、
後
掲
・
連
邦
裁
一
九
九
九
年
判
決
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
が
、
�
父

子
関
係
を
認
知
し
た
男
性
が
子
お
よ
び
そ
の
母
と
重
要
な
関
係
に
な
い
場
合
に
は
、
立
法
者
が
否
認
権
を
認
め
な
い
理
由
と
す
る
社
会
的
な
家

庭
の
幸
福
は
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実
の
父
の
否
認
権
限
を
す
べ
て
排
除
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
右
判
例
と
異
な
っ
た
判
断
を
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
、
と
の
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。

　

��
 

連
邦
憲
法
裁
は
、
民
法
一
六
〇
〇
条
が
生
物
学
上
の
父
に
否
認
権
を
一
切
認
め
て
い
な
い
の
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、

Ｘ
の
憲
法
異
議
を
理
由
あ
り
と
の
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
決
定
要
旨
に
よ
る
と
、
�
子
の
生
物
学
上
の
父
も
基
本
法
六
条
二
項
一
文
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
、
子
の
父
と
し
て
の
法
的
地
位
を
得
る
利
益
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
保
護
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
法
律
上
の
父
に
優
先
し
て
父

た
る
地
位
を
認
め
ら
れ
る
権
利
を
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
子
と
法
律
上
の
父
と
の
家
庭
関
係
の
保
護
に
反
す
る
こ
と
な
く
、
子
の

生
物
学
上
の
父
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
場
合
に
、
法
的
地
位
を
取
得
す
る
可
能
性
は
立
法
者
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
、
と
す
る
。

　

��
 

と
り
わ
け
本
判
決
が
指
摘
す
る
決
定
要
旨
の
部
分
（Fam

R
Z

2003,S.820;B
VerfG

E
108,S.

   
 
                 
 
    
 
         104f.

     
）
を
み
る
と
、
�
基
本
法
六
条
二

項
一
文
に
は
、
生
物
学
上
の
父
と
法
律
上
の
父
を
で
き
る
限
り
一
致
さ
せ
る
と
い
う
要
請
が
含
ま
れ
て
お
り
、
父
子
関
係
に
疑
い
が
生
じ
た
と

き
は
、
父
子
関
係
を
確
認
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
法
律
上
新
た
に
親
権
を
定
め
る
た
め
の
手
続
の
開
設
を
要
求
す
る
。
そ
の
限
り
で
、
基
本
法
六

条
二
項
一
文
は
、
生
物
学
上
の
父
に
も
、
原
則
と
し
て
親
権
へ
の
手
続
法
上
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
。
そ
れ
は
、
母
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い

（　

）
２３視
）

＜
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た
め
父
子
関
係
を
証
明
で
き
な
い
生
物
学
上
の
父
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
父
子
関
係
の
調
査
と
確
認
は
、
同
条
に
よ
る
憲
法
上
の
保
障

の
一
部
で
あ
る
。
�
も
っ
と
も
、
右
規
定
は
、
生
物
学
上
の
父
に
対
し
、
法
律
上
も
父
た
る
地
位
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
続
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

保
護
し
て
も
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
要
求
ま
で
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
子
の
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
が
人
格
権
に
よ
っ
て
基

礎
づ
け
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
男
性
の
も
っ
ぱ
ら
血
縁
関
係
を
知
り
た
い
と
い
う
願
望
も
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付
い
た
二
条
一
項
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
�
そ
し
て
連
邦
憲
法
裁
は
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
裁
判
上
解
明
す
る
請
求
権
が
人
格
権
か
ら
生
ず
る
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
事
案
と
関
係
が
な
い
と
し
て
そ
の
態
度
を
未
定
に
し
て
い
る
。

　

��
 

し
か
し
連
邦
憲
法
裁
は
、
�
基
本
法
六
条
二
項
一
文
を
根
拠
に
、
生
物
学
上
の
父
は
常
に
法
律
上
の
親
権
者
に
権
利
主
張
で
き
る
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
右
基
本
権
規
範
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
法
律
上
の
父
に
優
先
し
て
父
た
る
地
位
を
認
め
さ
せ
、
父
た
る
地
位
か
ら

排
除
す
る
権
利
を
生
物
学
上
の
父
に
与
え
た
も
の
で
は
な
い
、
と
説
く
。
�
基
本
法
六
条
二
項
一
文
は
、
出
生
に
基
づ
く
生
物
学
上
の
親
権
を

前
提
に
お
く
だ
け
で
な
く
、
保
護
お
よ
び
教
育
が
必
要
な
子
に
対
す
る
両
親
の
包
括
的
責
任
関
係
と
し
て
、
親
子
関
係
を
保
護
し
て
い
る
。
親

権
に
則
し
た
子
に
対
す
る
責
任
を
負
担
す
る
た
め
の
要
件
は
、
両
親
と
子
の
社
会
的
人
格
的
な
結
合
体
で
あ
る
。
血
縁
関
係
、
お
よ
び
社
会
的

家
庭
的
な
責
任
共
同
体
が
、
同
様
に
基
本
法
六
条
二
項
一
文
の
内
容
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
調
和
は
立
法
者
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

　

��
 

そ
の
う
え
で
連
邦
憲
法
裁
は
、
�
立
法
者
が
生
物
学
上
の
父
に
法
律
上
の
父
子
関
係
を
否
認
す
る
権
限
を
認
め
て
い
な
い
の
は
、
子
お
よ

び
法
律
上
の
両
親
の
家
庭
の
統
一
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
。
�
し
か
し
、
法
律
上
の
両
親
お
よ
び
子
の
間
に
社
会
的
な
家
族
が
形
成
さ
れ
て

い
な
い
場
合
に
、
生
物
学
上
の
父
に
否
認
権
を
認
め
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
、
民
法
一
六
〇
〇
条
は
基
本
法
六
条
二
項
一
文
と
整
合
性
が
な
い
、

と
指
摘
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
�
法
律
上
の
父
で
は
な
い
男
性
が
父
子
関
係
を
認
知
し
て
い
る
が
、
母
や
子
と
共
同
生
活
を
し
て
い

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
六
三
（　
　
　

）

四
一



な
い
、
つ
ま
り
単
な
る
支
払
い
の
父
で
あ
る
場
合
、
ま
た
母
が
法
律
上
の
父
と
社
会
的
・
家
庭
的
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
子
と
法

律
上
の
父
と
の
間
に
共
同
生
活
に
伴
う
関
係
が
な
く
、
子
の
福
祉
が
重
大
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
指
摘
し
て
、
生
物
学
上
の
父
の
否
認

権
行
使
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
。

　

本
判
決
が
右
連
邦
憲
法
裁
〇
三
年
決
定
を
引
用
す
る
趣
旨
を
考
え
る
と
、
第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
は
、
父
ま
た
は
疑
父
の
父
子
関
係
を
知
る

権
利
の
根
拠
を
、
人
格
権
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
に
求
め
て
い
る
（
前
掲
��

 

�
）。
本
判
決
も
そ
の
点
は
同
旨
の
考
え
方
を
判
示

し
て
い
る
（
本
件
判
旨
�
�
�
部
分
）。
第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
〇
三
年
決
定
は
、
基
本
法
六
条
二
項
を
根
拠
に
生
物
学
上
の
父
に
も
、
民
法

上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
否
認
権
を
肯
定
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
決
定
は
子
の
福
祉
が
重
大
に
損
な
わ
れ
な
い
、
例

外
的
な
二
つ
の
ケ
ー
ス
に
そ
れ
を
限
定
し
て
い
る
。
他
方
、
子
と
法
律
上
の
両
親
と
の
間
に
、「
社
会
的
人
格
的
な
結
合
体
」、「
血
縁
関
係
」、

「
社
会
的
家
庭
的
な
責
任
共
同
体
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
家
庭
の
統
一
を
維
持
す
る
た
め
に
そ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。
本
判
決
が
、
子
の
一
般

的
人
格
権
を
父
の
父
子
関
係
を
知
る
権
利
よ
り
優
位
に
あ
る
と
述
べ
る
と
き
、
右
連
邦
憲
法
裁
が
説
い
た
、
そ
の
よ
う
な
子
と
両
親
の
家
庭
を

前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
判
決
が
引
用
し
て
い
る
父
子
関
係
改
革
法
の
立
法
趣
旨
も
、
そ
の
よ
う
な
家
庭
の
子
の
福
祉
で
あ
ろ

う
。

　

�　

も
う
一
件
の
引
用
判
例
は
、
連
邦
裁
一
九
九
九
年
一
月
二
〇
日
判
決
（Fam

R
Z

1999,S.716f.

   
 
                
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
子
の
実
の
父
で

あ
る
と
主
張
す
る
男
性
が
、
離
婚
後
に
別
の
男
性
と
居
住
し
て
い
る
母
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
子
に
対
し
、
父
子
関
係
の
確
認
訴
訟
を
提
起

し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
連
邦
裁
は
、
そ
の
よ
う
な
男
性
に
否
認
権
が
法
定
さ
れ
て
い
な
い
点
に
、
憲
法
違
反
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
前
掲
・
連
邦
憲
法
裁
〇
三
年
決
定
の
審
理
に
お
い
て
も
、
連
邦
裁
裁
判
長
の
意
見
表
明
に
お
い
て
こ
の
判
示
部
分
は
引
用

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
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さ
れ
て
い
る
。

　

連
邦
裁
に
よ
る
と
、
�
実
の
父
は
父
子
関
係
を
主
張
し
、
対
外
的
に
そ
れ
を
証
明
す
る
と
い
う
点
に
、
少
な
く
と
も
人
格
権
に
か
か
わ
る
正

当
な
利
益
を
有
し
て
い
る
。
�
し
か
し
、
そ
の
利
益
に
対
し
て
は
、
家
族
共
同
体
と
い
う
社
会
的
な
結
合
体
の
な
か
で
、
妨
げ
ら
れ
ず
に
成
長

す
る
と
い
う
、
同
様
な
場
合
に
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
子
の
利
益
が
対
立
す
る
。
か
つ
、
そ
れ
を
こ
え
て
、
母
が
子
の
父
と
み
な
さ
れ
る
男
性
と

婚
姻
を
締
結
し
て
い
る
と
き
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
婚
姻
と
家
庭
の
保
護
が
対
立
す
る
。
�
子
の
実
の
父
に
否
認
権
を
認

め
な
い
と
い
う
立
法
者
の
判
断
は
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
利
益
衡
量
の
際
に
、
立
法
者
の
形
成
権
の
枠
内
に
あ
る
。
そ
し
て
両
親
の
責
任
領
域

に
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
立
法
者
は
子
の
福
祉
に
照
準
を
向
け
、
子
と
母
、
ま
た
は
子
と
父
の
利
益
が
抵
触
す
る
と
き
は
、
子
の
利
益
を
優
先

す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

右
連
邦
裁
九
九
年
判
決
の
引
用
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
〇
三
年
決
定
の
引
用
に
つ
い
て
前
述
し
た
こ
と
が
妥
当
す
る
と
思
わ
れ

る
。
右
連
邦
裁
九
九
年
判
決
と
同
様
に
、
本
判
決
も
、「
家
族
共
同
体
と
い
う
社
会
的
結
合
体
の
な
か
で
妨
げ
ら
れ
ず
に
成
長
す
る
子
の
利
益
」、

「
子
の
福
祉
」
を
重
視
す
る
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
第
二
事
件
の
原
審
・
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
高
裁
が
相
当
性

審
査
の
際
に
同
様
の
判
示
を
し
て
い
る
（
前
掲
２
�
�
）。

　

�　

た
だ
し
、
子
の
福
祉
を
重
視
す
る
か
、
そ
れ
と
も
実
の
父
の
知
る
権
利
を
重
視
す
る
か
は
、
本
判
決
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
献

上
で
は
議
論
が
み
ら
れ
る
。

　

��
 

子
の
福
祉
を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
本
判
決
が
引
用
す
る
リ
ッ
ト
ナ
ー
・
リ
ッ
ト
ナ
ー
（C

.R
ittner/N

.R
ittner.

 
   
        
   
       
そ
の
肩
書
き
に
よ
る

と
法
医
学
者
と
法
律
家
）
の
共
同
執
筆
の
論 

で
、
ほ
ぼ
同
旨
の
考
え
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
学
説
は
、
�
子
の
情
報
に
関
す
る
自

（　

）
２４文
中

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
六
五
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）
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己
決
定
権
よ
り
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
知
る
父
の
権
利
を
上
位
の
権
利
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
�
法
定
外
の
手
続
で
は
私
鑑
定
の
収

集
に
は
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
同
意
が
な
い
と
き
は
、
収
集
さ
れ
た
鑑
定
は
違
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
�
父
の
権
利
に
対
し
て
は
、

家
族
と
い
う
い
つ
も
の
社
会
的
結
合
体
の
な
か
で
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
成
長
す
る
子
の
権
利
が
対
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
と
家
庭

の
保
護
（
基
本
法
六
条
一
項
・
二
項
）
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。
子
の
福
祉
が
基
準
で
あ
っ
て
、
両
親
の
権
利
よ
り
も
優
先
す
る
。
�
そ
れ
に

加
え
て
、
一
九
九
七
年
の
親
子
法
改
革
法
の
立
法
者
意
思
は
、
家
庭
内
で
育
つ
子
の
福
祉
の
た
め
に
は
、
生
物
学
的
父
子
関
係
は
背
後
に
退
く

と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
と
指
摘
す 

　

��
 

こ
れ
に
対
し
、
血
縁
関
係
を
知
る
父
の
権
利
を
重
視
す
る
見 

あ
る
。
ヒ
ュ
バ
ー
（C

.H
uber.

 
   
     
肩
書
き
は
弁
護
士
）
に
よ
る 

�

父
子
関
係
を
疑
う
父
は
、
感
情
的
に
も
経
済
的
に
も
引
き
気
味
の
態
度
に
な
り
、
秘
密
の
血
縁
検
査
以
上
に
家
庭
の
平
和
を
脅
か
す
。
�
民
間

機
関
の
検
査
で
父
子
関
係
が
否
認
さ
れ
る
の
は
ほ
ぼ
五
分
の
一
で
あ
り
、
検
査
は
原
則
的
に
子
の
福
祉
を
促
進
す
る
。
検
査
に
よ
り
父
子
関
係

が
確
認
で
き
れ
ば
、
父
子
関
係
は
む
し
ろ
強
固
に
な
る
、
�
他
方
、
父
子
関
係
が
否
定
さ
れ
る
と
、
父
の
権
利
が
優
越
す
る
。
指
摘
さ
れ
た
父

子
関
係
の
否
定
率
は
、
相
当
に
高
い
数
値
の
よ
う
に
思
え
る 

別
の
文 

同
様
の
数
値
を
あ
げ
て
い
る
。

　

��
 

基
本
的
に
は
父
の
権
利
を
重
視
す
る
説
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
が
、
本
判
決
は
母
の
秘
密
保
持
の
利
益
を
不
当
に
重
視
し
て
い
る
と
批
判

す
る
学
説
が
あ
る
。
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
ラ
ウ
シ
ャ 

は
、
�
そ
れ
に
よ
り
夫
の
人
格
権
を

削
減
し
、
家
庭
の
平
和
に
も
役
立
た
な
い
と
み
る
。
通
常
の
場
合
に
は
、
裁
判
で
不
貞
や
不
信
を
主
張
す
る
よ
り
、
秘
密
に
血
縁
問
題
を
解
明

す
る
方
が
、
子
の
福
祉
へ
の
不
利
益
的
な
影
響
は
小
さ
い
。
�
鑑
定
で
疑
い
が
晴
れ
る
と
、
潜
在
的
な
満
足
効
果
が
生
ま
れ
る
。
疑
い
が
正
当

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
浮
気
や
そ
の
他
の
多
数
関
係
を
隠
蔽
す
る
利
益
は
保
護
に
値
し
な
い
。
�
そ
の
限
り
で
、
血
縁
関
係
つ
い

て
知
る
父
の
権
利
は
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
に
覆
わ
れ
た
母
の
利
益
よ
り
も
高
い
と
す
る
。
こ
の
学
説
に
よ
る
と
、
秘
密
の
父
子

（　

）
２５る
。

（　

）
２６解
が

（　

）
２７と
、

（　

）
２８が
、

（　

）
２９献
も

（　

）
３０ー　T.R

auscher
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鑑
定
は
「
根
拠
の
あ
る
最
初
の
疑
い
」
の
要
件
に
応
じ
た
も
の
と
解
さ
れ 

　

オ
ー
リ
ー
（A

.O
hly

 
  
   
）
は
、
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
本
判
決
の
出
発
点
に
は
賛
成
し
た
う
え 

�
し
か
し
、
八

歳
の
未
成
年 

そ
の
自
己
決
定
権
を
自
ら
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
が
看
過
さ
れ
て
い
る
、
�
ま
た
母
が
そ
れ
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、

母
自
身
の
主
観
的
な
秘
密
お
よ
び
扶
養
に
関
す
る
利
益
の
た
め
、
子
の
利
益
の
客
観
的
な
擁
護
が
難
し
い
、
と
指
摘
す
る
。
�
そ
こ
で
本
判
決

は
、
情
報
に
関
す
る
属
人
的
な
自
己
決
定
権
を
母
に
よ
る
代
理
と
無
批
判
に
等
置
し
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
、
と
批
判
す 

　

��
 

ベ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
（M

.W
ellenhoffer

 
   
           
）
は
、
父
子
鑑
定
は
遺
伝
子
解
析
ま
で
行
う
も
の
で
は
な
く
、
基
本
権
の
侵
害
と
い
う
ほ
ど
に

重
大
な
侵
襲
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
い 

こ
の
学
説
に
よ
る
と
、
�
デ
ー
タ
の
解
明
・
調
査
を
受
け
な
い
と
い
う
子
の
権
利
と
、
真
実
の

生
物
学
的
な
血
縁
関
係
に
つ
い
て
知
る
夫
の
権
利
は
、
基
本
法
上
、
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
対
立
し
て
い
る
。
�
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
子
の
権
利
が

当
該
ケ
ー
ス
で
優
先
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
解
明
・
調
査
を
受
け
な
い
子
の
権
利
を
肯
定
で
き
る
。

�
と
こ
ろ
が
、
本
判
決
は
そ
の
よ
う
な
個
別
的
考
慮
を
し
て
い
な
い
。
父
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
挙
証
の
利
益
で
は
な
く
、
基
本
法
上
保
護
さ

れ
た
利
益
の
問
題
で
あ
る
。
�
ま
た
、
否
認
期
間
の
制
限
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
か
ら
、
父
の
知
る
権
利
を
削
減
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
批
判
す 

　

�　

本
稿
の
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
（
一
２
�
）、
第
一
事
件
の
憲
法
異
議
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
二
〇
〇
七
年
二
月
一
三
日

判
決
（Fam

R
Z

2007,S.441ff.

   
 
                 
）
は
、
原
告
・
父
Ｘ
か
ら
の
憲
法
異
議
の
申
立
て
を
容
れ
て
、
�
血
縁
関
係
を
知
る
夫
の
権
利
を
実
現
す
る

法
律
上
の
定
め
が
な
い
点
で
、
立
法
者
の
基
本
法
違
反
が
あ
る
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
父
の
権
利
は
、
血
縁
関
係
を
解
明
し
確
認
す
る
権

利
も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
判
示
し
た
う
え
で
、
�
現
行
否
認
手
続
（
民
法
一
六
〇
〇
条
以
下
）
は
、
父
の
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
父
の
権
利

を
合
憲
的
方
法
で
し
ん
酌
し
た
手
続
で
は
な
い
と
指
摘
し
、
立
法
者
に
そ
う
し
た
父
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
の
手
続
規
制
の
創
設
を
命
じ
て

（　

）
３１る
。

（　

）
３２で
、

（　

）
３３子
は

（　

）
３４る
。

（　

）
３５る
。

（　

）
３６る
。

秘
密
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収
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さ
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Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
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訟
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）

四
五



い
る
。
�
た
だ
し
連
邦
憲
法
裁
は
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
父
子
関
係
テ
ス
ト
の
利
用
を
認
め
な
か
っ
た
本
件
連
邦
裁
の
判
断
は
正
当
と
是
認
す

る
。

　

本
稿
と
直
接
に
関
連
す
る
最
後
の
判
旨
部
分
を
敷
衍
す
る 

��
 

連
邦
憲
法
裁
は
、
本
判
決
に
対
し
て
、
憲
法
上
異
議
の
申
立
て
は
で
き
ず
、

憲
法
異
議
は
理
由
が
な
い
と
す
る
。
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
夫
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
法
的
状
態
の
欠
如
は
、
否
認
手
続
に
よ
っ
て
は

調
整
で
き
な
い
。
裁
判
所
は
、
父
、
子
お
よ
び
母
の
そ
れ
ぞ
れ
基
本
権
を
考
慮
し
た
父
子
関
係
の
否
認
に
関
す
る
法
律
規
定
を
合
憲
的
に
解
釈

し
て
、
異
議
申
立
人
Ｘ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
父
子
関
係
テ
ス
ト
の
利
用
を
、
正
当
に
拒
否
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す

る
。

　

��
 

民
法
一
六
〇
〇
条
以
下
に
よ
る
否
認
手
続
は
、
法
律
上
の
父
子
関
係
の
終
了
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
事
前

に
解
明
す
る
方
法
が
な
く
、
秘
密
裏
に
血
縁
鑑
定
を
用
い
て
血
縁
関
係
を
知
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
に
し
て
も
、
や
は
り
Ｘ
は
、
法
律
上
の
父

子
関
係
か
ら
の
解
放
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
否
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
合
憲
的
な
方
法
で
、
父
子
関
係
の

否
認
に
か
か
わ
る
基
本
権
の
調
整
を
は
か
っ
て
い
る
法
律
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
そ
の
法
的
申
立
て
を
、
と
く
に
陳
述
責
任
の
た

め
の
そ
れ
を
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
手
続
上
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
に
応
ず
る
た
め
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
本
判
決
に
よ
る
否
認
手
続
に
関
す
る
法
律
規
定
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
つ
い
て
も
、
憲
法
上
、
Ｘ
は
異
議
申
し
立
て
を

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
以
外
に
、
Ｘ
は
、
父
子
関
係
の
疑
い
を
陳
述
す
る
た
め
に
、
母
Ａ
と
子
Ｙ
が
父
子
関
係
鑑

定
の
実
施
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
自
分
は
Ｙ
の
父
で
な
い
こ
と
が
推
認
で
き
る
と
申
し
立
て
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
連
邦
裁

は
、
そ
れ
で
は
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
の
陳
述
責
任
を
果
た
す
の
に
、
正
当
に
も
十
分
で
は
な
い
、
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

��
 

連
邦
憲
法
裁
は
、
裁
判
所
が
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
遺
伝
学
に
よ
る
血
縁
関
係
鑑
定
の
利
用
を
証
拠
方
法
と
し
て
拒
絶
し
た
の
も
、
憲
法
に

（　

）
３７と
、

＜
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適
っ
て
い
る
と
す
る
。
裁
判
官
は
、
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
（
基
本

法
一
条
三
項
）。
法
治
国
家
原
理
か
ら
、
証
拠
法
、
特
に
証
明
責
任
規
定
の
公
平
な
扱
い
義
務
が
生
ず
る
。
家
裁
手
続
で
も
、
裁
判
所
は
、
機

能
的
司
法
を
維
持
し
、
実
体
的
に
正
し
い
判
決
発
見
の
た
め
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
の
申
し
立
て
た
証
拠
ま
た
は
陳
述
を
し
ん
酌
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

��
 

基
本
法
上
、
第
三
者
の
知
か
ら
保
護
さ
れ
た
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
お
よ
び
利
用
が
問
題
に
な
る
場
合
に
、
基
本
法
二
条
一
項
の
よ
う
な
実

体
的
な
基
本
権
か
ら
裁
判
手
続
へ
の
要
請
も
ま
た
生
ず
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
、
こ
こ
で
他
人
間
の
電
話
通
話
を
盗
み
聞
き
し
た
第
三
者
の
訴
訟

上
の
証
人
適
格
に
つ
い
て
判
断
し
た
前
掲
連
邦
憲
法
裁
二
〇
〇
二
年
決
定
（
前
掲
２
�
�
��

 

参
照
）
を
引
用
し
て
、
し
た
が
っ
て
裁
判
所
は
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
他
人
の
個
人
デ
ー
タ
と
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
判
明
す
る
知
識
の
利
用
が
関
係
者
の
一
般
的
人
格
権
と
合
致
す
る
か
否
か
に
つ

い
て
、
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
能
的
司
法
の
利
益
と
、
一
般
的
人
格
権
の
流
出
物
で
あ
る
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
保
護
を
比
較

衡
量
す
る
場
合
に
、
提
出
さ
れ
た
デ
ー
タ
お
よ
び
知
識
を
利
用
す
る
利
益
は
、
人
格
権
を
侵
害
し
て
も
、
な
お
保
護
す
べ
き
こ
と
を
示
す
、
単

な
る
証
拠
の
利
益
を
こ
え
た
別
の
観
点
が
加
わ
る
と
き
に
の
み
、
よ
り
高
い
価
値
を
有
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
証
拠
方
法
を
確
保
す
る
と

い
う
利
益
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
と
す
る
。

　

��
 

そ
の
う
え
で
連
邦
憲
法
裁
は
、
本
件
の
連
邦
裁
お
よ
び
原
審
は
そ
の
点
を
考
慮
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
子
の
遺

伝
子
資
料
の
秘
密
の
入
手
、
お
よ
び
個
人
デ
ー
タ
に
違
法
に
依
拠
す
る
の
は
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
重
大
に
侵
害
し
、
そ
こ
か

ら
獲
得
し
た
知
識
を
裁
判
手
続
で
利
用
す
る
の
は
、
子
の
人
格
権
の
侵
害
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
お
り
、
憲
法
上
、
異
議
を
申
し
立
て

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
父
子
関
係
不
存
在
の
陳
述
の
た
め
の
証
拠
方
法
と
し
て
、
子
の
意
思
に
反
し
て
得
ら
れ
た
秘
密

の
鑑
定
を
利
用
す
る
利
益
を
特
に
こ
え
て
、
手
続
上
鑑
定
を
許
容
す
る
と
い
う
、
Ｘ
の
保
護
利
益
を
認
容
で
き
な
い
と
、
正
当
に
判
断
し
た
も

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
六
九
（　
　
　

）

四
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の
で
あ
る
。

　

��
 

連
邦
憲
法
裁
は
、
夫
に
は
法
律
上
の
子
と
の
血
縁
関
係
を
解
明
し
確
認
で
き
る
手
続
が
従
来
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
、
Ｘ
の
特
別
な
保

護
利
益
を
認
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
、
前
掲
連
邦
憲
法
裁
〇
三
年
決
定
が
、
比
較
衡
量
に
よ
り
是
認
し
う
る
ケ
ー
ス

と
し
て
指
摘
し
て
い
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
法
律
上
の
父
子
関
係
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
夫
が
、
子
ま
た
は
母
の
同
意
・
承
認
が
な
い
の
に
子

の
遺
伝
学
的
デ
ー
タ
を
入
手
し
、
そ
こ
か
ら
獲
得
し
た
知
識
を
、
子
の
人
格
権
を
侵
害
し
て
も
、
家
裁
手
続
で
利
用
す
る
の
を
正
当
化
し
う
る

正
当
防
衛
の
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
長
年
の
家
裁
実
務
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
提
出
は
、

父
子
関
係
否
認
手
続
の
陳
述
要
件
に
応
じ
て
、
子
の
生
物
学
上
の
父
は
、
否
認
権
者
で
は
な
く
、
も
し
か
し
て
他
男
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
、

ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
わ
せ
る
事
情
を
示
す
唯
一
の
可
能
性
で
は
な
い
と
述
べ
て
、
そ
の
限
り
で
憲
法
異
議
は
理
由
が
な
い
、

と
し
て
い
る
。

　

右
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
は
、
法
律
上
の
父
に
対
し
、
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
を
根
拠
に
、
父
子
関
係
を
知
る
権
利
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
実
現
す
る
権
利
を
も
承
認
し
た
う
え
で
、
立
法
者
に
対
し
、
そ
れ
を
解
明
・
確
認
す
る
た
め
の
法
的
手
続
を
創
設
す
る
よ
う
に
期
限
付

き
で
命
じ
た
点
に
お
い
て
、
父
子
関
係
法
の
領
域
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
占
め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
右
連
邦
憲
法
裁
は
、「
子

の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
は
、
法
律
上
の
父
が
永
続
的
に
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
を
正
当
化
し
な
い
」（
注
で
検
討

し
た
筆
者
訳
で
は
、
��

 

�
参
照
）、
ま
た
「
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
法
律
上
の
父
の
権
利
は
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
よ
り
重
要

な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
」（
同
様
に
筆
者
訳
で
は
��

 

�
参
照
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
子
の
一
般
的
人
格
権
（
情
報
に
関
す
る
自
己
決

定
権
）
が
父
の
父
子
関
係
を
知
る
権
利
に
優
先
す
る
と
述
べ
る
本
判
決
の
判
旨
と
は
整
合
的
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
み

＜
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る
と
、
こ
の
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
は
、
本
判
決
と
異
な
り
、
父
の
知
る
権
利
を
重
視
す
る
考
え
方
を
と
っ
た
と
い
う
見
方
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
は
、
現
行
父
子
関
係
否
認
手
続
（
民
法
一
六
〇
〇
条
以
下
）
は
、
父
子
関
係
を
す
べ
て
解
消
す
る
こ
と

に
な
り
、
子
に
は
不
利
益
な
法
的
効
果
が
生
ず
る
と
い
う
認
識
に
た
っ
て
、
子
と
の
血
縁
関
係
だ
け
を
知
り
た
い
法
律
上
の
父
の
要
望
に
応
ず

る
た
め
、
立
法
者
に
対
し
、
父
子
関
係
の
解
消
と
い
う
法
的
効
果
を
生
じ
な
い
、
血
縁
関
係
の
解
明
・
確
認
の
た
め
の
手
続
の
設
置
を
要
求
し

た
も
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
緩
和
さ
れ
た
詳
細
説
を
維
持
し
て
い
る
（
前
掲
四
１
�
�
参
照
）。
こ
れ
に
加
え
て
、

生
物
学
上
の
父
に
も
否
認
権
を
肯
定
し
た
連
邦
憲
法
裁
〇
三
年
決
定
も
、
そ
れ
を
例
外
的
な
ケ
ー
ス
に
限
定
し
て
い
る
（
�
�
��

 

参
照
）。
こ

れ
ら
の
点
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
は
、
子
の
一
般
的
人
格
権
か
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
父
の
権
利
か
と
い
う
択

一
的
判
断
方
法
に
は
く
み
せ
ず
、
原
則
と
し
て
子
の
一
般
的
人
格
権
ま
た
は
子
の
福
祉
を
尊
重
し
な
が
ら
、
個
別
的
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
子

と
の
血
縁
関
係
を
知
る
父
の
権
利
を
も
尊
重
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
筆
者
は
右
判
旨
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
新
し
い
父
子
関
係
の
解
明
・
確
認
の
手
続
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
る
の

か
、
判
旨
が
い
う
「
法
的
効
果
の
な
い
手
続
」
は
、
す
で
に
子
の
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
を
認
め
た
連
邦
憲
法
裁
の
判
旨
（
一
九
八
九
年
年
判

決
、
一
九
九
四
年
決
定
）
も
思
い
出
さ
せ
る 

こ
の
点
に
関
す
る
研
究
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な 

　

本
稿
と
の
関
連
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
が
、
父
子
関
係
を
解
明
・
確
認
す
る
手
続
が
不
在
と
い
う
違
憲
状
態
で
あ
っ
て
も
、
秘
密

に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
利
用
を
認
め
な
か
っ
た
本
判
決
を
な
お
維
持
し
て
い
る
点
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
手
続
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
違
法
収
集
証
拠
理
論
に
関
す
る
折
衷
説
の
先
例
を
基
軸
に
、
そ
の
利
用
を

否
定
す
る
結
論
を
導
い
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
連
邦
憲
法
裁
は
、
連
邦
裁
判
例
（
一
九
九
八
年
四
月
二
二
日
判
決
）
の
と
る
考
え
方
（
詳
細
説
）
に
つ
い
て
、
法
律
上
お
よ
び

（　

）
３８が
、

（　

）
３９い
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
七
一
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）

四
九



社
会
的
な
家
族
関
係
の
保
護
（
基
本
法
六
条
一
項
）
お
よ
び
法
律
上
の
父
に
課
せ
ら
れ
た
陳
述
責
任
を
考
慮
し
て
い
る
と
評
価
し
、
二
年
間
の

否
認
期
間
の
開
始
時
点
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
に
つ
き
、
そ
の
客
観
的
事
情
の
陳
述
を
父
に
要
求
す
る
こ
と
も
支
持
し
て
い
る
。
そ
の
立
場

か
ら
連
邦
憲
法
裁
は
、
本
件
否
認
原
告
は
陳
述
責
任
を
怠
り
、
ま
た
単
な
る
証
拠
の
利
益
以
上
に
、
自
己
の
利
益
を
示
す
別
の
観
点
を
申
し
立

て
て
い
な
い
と
述
べ
て
、
そ
の
懈
怠
的
な
訴
訟
態
度
を
問
題
に
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
否
認
原
告
の
正
当
防
衛
（
違
法
収
集
証

拠
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
〇
二
決
定
）
も
認
め
ら
れ
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
こ
の
扱
い
は
家
裁
実
務
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
扱
い

か
ら
も
是
認
さ
れ
る
と
す
る
。

　

本
判
決
を
批
評
す
る
バ
ル
サ
ザ
ル
（S.B

althasar
    
        
）
は
、
�
す
で
に
連
邦
裁
九
八
年
に
対
し
て
も
同
様
の
批
判
は
み
ら
れ
た 

父
に
よ
る

「
最
初
の
疑
い
」
の
陳
述
が
あ
っ
て
否
認
期
間
の
遵
守
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
も
判
断
で
き
る
と
す
る
判
旨
の
考
え
方
は
、
法
律
上
根
拠
が

な
い
も
の
で
あ
る
、「
最
初
の
疑
い
」
が
な
け
れ
ば
否
認
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
不
当
前
提
（petitio

principii

                 
）
で
あ
っ
て
、
基
本
法
二
〇

条
三
項
（
司
法
の
法
律
へ
の
拘
束
）
に
違
反
す
る
、
と
批
判
す 

�
ま
た
同
説
は
、
私
的
な
父
子
関
係
テ
ス
ト
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
の

判
旨
も
説
得
力
が
な
い
と
す
る
。
判
旨
は
、
当
該
テ
ス
ト
が
「
秘
密
に
」
実
施
さ
れ
た
こ
と
か
ら
憲
法
上
の
利
用
障
害
を
導
い
て
い
る
が
、
そ

う
す
る
と
、
事
前
に
通
知
し
た
後
（
し
か
し
、
関
係
者
の
同
意
な
し
に
）
収
集
さ
れ
た
私
的
テ
ス
ト
な
ら
ば
、
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
つ
ま
り
、
利
用
し
な
い
理
由
は
テ
ス
ト
の
秘
密
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
関
係
者
の
「
同
意
な
し
」
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
子
ま
た
は
監
護
権
者
の
同
意
な
し
に
収
集
さ
れ
た
私
的
テ
ス
ト
は
利
用
で
き
な
い
が
、
他
方
、
同
じ
く
同
意
は
な
い

が
、
裁
判
所
が
命
じ
た
鑑
定
は
利
用
で
き 

い
う
矛
盾
が
生
ず
る
。
前
者
の
場
合
だ
け
を
基
本
法
違
反
と
い
う
の
は
、
父
に
父
子
関
係
に
つ

い
て
の
知
識
を
獲
得
さ
せ
る
の
が
憲
法
上
の
要
請
と
し
た
連
邦
憲
法
裁
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
問
題
が
あ
る
。
�
さ
ら
に
同
説
は
、
否
認
期
間

（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
の
規
定
に
つ
き
子
の
側
の
証
明
困
難
は
父
の
二
次
的
陳
述
責
任
を
基
礎
づ
け
る
が
、
父
の
証
明
困
難
は
利
用
可
能
性

（　

）
４０が
、

（　

）
４１る
。

（　

）
４２る
と
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の
問
題
で
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
単
な
る
証
明
の
利
益
が
人
格
権
に
常
に
劣
位
す
る
と
す
る
判
旨
を
問
題
に
す
る
。
い
ず
れ
も
憲
法
上
保

護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
〇
一
条
）、
順
位
関
係
に
は
な
い
。
そ
こ
で
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
利
用
を
基
礎
づ
け
る

別
の
事
情
が
な
い
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、
母
に
よ
る
扶
養
料
の
騙
取
（
刑
法
二
六
三
条
）、
扶
養
法
や
相
続

法
の
観
点
か
ら
み
た
重
大
な
効
果
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

バ
ル
サ
ザ
ル
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
連
邦
憲
法
裁
の
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
を
一
切
認
め
な
い
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
の
結
論
は
、
子
の

福
祉
お
よ
び
家
庭
の
平
和
の
観
点
か
ら
は
疑
問
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
右
批
判
の
重
点
は
、
連
邦
憲
法
裁
が
是
認
し
た
詳
細
説
の
問
題
点
に

向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
別
稿
で
筆
者
自
身
は
日
本
法
の
考
え
方
と
し
て
詳
細
説
を
支
持
し
て
い
る 

右
批
判
中
、
と
り
わ
け

最
後
の
批
判
は
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
ぱ
ら
否
認
原
告
に
対
し
て
、「
単
な
る
」
証
明
の
利
益
を
こ
え
て
、
権
利
実
現
の
た

め
の
証
拠
調
べ
の
利
益
を
明
ら
か
に
す
る
別
の
観
点
を
示
せ
と
い
う
要
求
は
乗
り
こ
え
が
た
い
要
求
と
な
り
、
そ
の
法
的
審
尋
を
受
け
る
権
利

（
基
本
法
一
〇
一
条
）
を
奪
う
結
果
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
右
学
説
は
、
本
件
の
否
認
原
告
も
、
立
法
化
さ
れ
る
新
手
続
に
よ
っ

て
獲
得
で
き
る
父
子
関
係
の
知
識
を
利
用
し
て
、
さ
ら
に
子
と
の
父
子
関
係
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
前
訴
判
決
の
既
判

力
は
、
最
初
の
疑
い
の
陳
述
の
た
め
に
申
し
立
て
ら
れ
た
生
活
関
係
で
あ
る
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
鑑
定
に
し
か
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
否
認
期
間
も
、
訴
え
を
適
法
と
す
る
事
情
を
知
っ
て
初
め
て
開
始
す
る
の
で
あ
り
、
ま
だ
経
過
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ 

連
邦
憲
法
裁

の
判
旨
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
指
摘
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

　

�　

本
判
決
は
、
判
旨
の
最
後
（
�
�
�
部
分
）
で
、
自
己
の
父
子
関
係
の
存
在
・
不
存
在
に
つ
い
て
知
る
権
利
は
、
自
己
の
血
縁
関
係
の

知
識
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
権
利
ま
で
も
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
に
本
判
決
は
、
前
訴
・
父
子
関
係
確
認
請
求
・

扶
養
請
求
訴
訟
の
確
定
判
決
に
対
し
、
前
訴
被
告
と
の
父
子
関
係
に
関
す
る
新
鑑
定
に
基
づ
く
原
状
回
復
（
再
審
）
請
求
事
件
（
民
訴
法
六
四

（　

）
４３が
、

（　

）
４４る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
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一
条
�
）
を
扱
っ
た
連
邦
裁
二
〇
〇
三
年
九
月
一
八
日
判
決
（B

G
H

Z
156,S.153ff.,Fam

R
Z

2003,S.

 
 
 
                     
 
           1833ff.

       
）
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の

事
件
の
原
状
回
復
原
告
は
、
訴
え
を
基
礎
づ
け
る
新
鑑
定
と
し
て
、
前
訴
と
は
別
の
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
、
ま
た
補
充
鑑
定
と
し
て
、
前
訴
鑑

定
よ
り
も
多
く
の
血
液
型
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
き
、
エ
ッ
セ
ン
・
メ
ラ
ー
方
式
に
よ
る
父
子
関
係
の
蓋
然
性
の
判
断
を
提
出
し
て
、
こ
れ
に
さ

ら
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
を
加
え
れ
ば
、
も
っ
と
精
密
な
結
果
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
高
裁
は
請
求
棄
却
。
許
可
上
告
に
対

し
て
、
連
邦
裁
〇
三
年
九
月
一
八
日
判
決
は
、
訴
え
は
適
法
で
あ
る
が
、
理
由
が
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　

本
判
決
と
関
連
す
る
判
旨
部
分
を
み
る
と
、
��

 

原
状
回
復
の
訴
え
は
憲
法
上
の
理
由
か
ら
適
法
で
あ
り
、
裁
判
所
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
に
基
づ
き

新
た
な
遺
伝
学
鑑
定
を
双
方
当
事
者
に
命
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
上
告
の
主
張
に
対
し
て
、
連
邦
裁
は
、
原
状
回
復
事
由
を
審
査
す
る
第
二

段
階
の
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
、
法
律
上
、
第
三
段
階
の
手
続
で
予
定
さ
れ
た
さ
ら
な
る
証
拠
調
べ
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た

は
、
原
状
回
復
原
告
が
新
鑑
定
を
提
出
し
な
い
で
、
そ
れ
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
段
階
で
、
さ
っ
そ
く
原
状
回
復
手
続
を
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
憲
法
上
の
理
由
か
ら
も
必
要
な
い
と
判
示
し
て
、
そ
れ
を
退
け
て
い
る
。

　

��
 

す
な
わ
ち
、
民
訴
法
六
四
一
条
ｉ
は
憲
法
に
適
っ
て
お
り
、
こ
の
規
定
が
新
し
い
証
拠
方
法
の
入
手
方
法
に
つ
い
て
な
ん
ら
規
定
し
て
い

な
い
限
り
、
特
に
そ
れ
に
同
意
し
な
い
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
の
協
力
が
必
要
な
場
合
に
も
、
そ
れ
は
妥
当
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
（
一
九
七
三

年
五
月
八
日
決
定
）
は
、
右
規
定
は
相
当
な
方
法
で
実
体
的
正
義
の
要
請
に
応
じ
て
い
る
と
判
示
し
て
、
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
背
景

に
は
、
少
数
意
見
（
シ
ャ
ル
ブ
レ
ン
ド
ル
フ
裁
判
官
）
が
、
相
手
方
に
対
す
る
訴
訟
上
の
強
制
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
原
告
が
新
鑑
定
を

獲
得
す
る
の
は
難
し
い
と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
、
同
条
は
不
十
分
と
指
摘
し
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
し
か
し
、
多
数
意
見
は
こ
れ
を
採
用
し

な
か
っ 

　

��
 

ま
た
連
邦
裁
は
、
連
邦
憲
法
裁
が
、
今
日
の
見
解
、
特
に
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
の
意
義
に
つ
い
て
そ
の
見
解
の
変
遷
を
背
景
に

（　

）
４５た
。
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し
て
、
あ
る
い
は
別
の
判
断
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
も
根
拠
が
な
い
と
す
る
。
判
旨
は
、
�
人
格
権
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権

（
そ
れ
に
は
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
も
含
ま
れ
る
）
は
、
無
制
限
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
基
本
法
二
条
一
項
に
よ
る
と
、
憲

法
秩
序
の
枠
内
で
の
み
行
使
で
き
る
。
特
に
自
己
の
血
縁
関
係
の
裁
判
上
の
解
明
は
、
法
律
上
の
形
成
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
立
法

者
が
、
そ
の
際
に
憲
法
に
違
反
し
た
目
的
を
追
求
す
る
、
ま
た
は
、
相
当
性
原
則
に
違
反
す
る
と
き
に
初
め
て
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付

い
た
二
条
一
項
に
違
反
す
る
。
民
訴
法
六
四
一
条
�
が
原
状
回
復
手
続
に
つ
い
て
そ
の
種
の
制
限
を
お
い
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
に

該
当
し
な
い
。
�
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
原
告
の
権
利
は
、
父
子
関
係
確
認
の
訴
え
と
そ
の
判
決
に
対
す
る
上
級
審
の
審
査
に
よ
っ
て
、
お

お
む
ね
保
障
さ
れ
る
。
さ
ら
に
原
告
は
、
判
決
の
確
定
後
さ
え
も
、
民
訴
法
六
四
一
条
�
の
要
件
の
も
と
、
そ
の
枠
内
で
、
再
審
手
続
に
お
い

て
裁
判
所
の
再
度
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
権
限
は
、
通
常
の
再
審
期
間
（
民
訴
五
八
六
条
）
に
対
し
て
、
期
間
の
制

限
に
拘
束
さ
れ
ず
、
不
服
も
要
件
に
お
か
れ
て
い
な
い
点
で
、
確
定
判
決
に
対
し
て
原
状
回
復
の
訴
え
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
と
い
う
、

そ
の
他
の
権
限
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
民
訴
法
六
四
一
条
�
が
、
長
い
年
月
の
後
に
も
身
分
判
決
の
既
判
力
を
打
破
し
て
、
親
族
関
係
の
解
明

に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
法
的
安
定
性
を
退
け
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
場
合
に
、
法
律
が
そ
の
可
能
性
を
別
の
方
法
で
制
限
し
て
い
る
か

ら
と
い
っ
て
、
相
当
性
を
欠
く
と
は
い
え
な
い
。

　

��
 

特
に
、
原
状
回
復
の
訴
え
が
、
前
訴
で
は
ま
だ
し
ん
酌
さ
れ
ず
、
前
訴
判
決
を
問
題
視
し
う
る
鑑
定
人
の
鑑
定
と
い
う
形
で
の
証
拠
方
法

を
持
つ
者
だ
け
に
開
か
れ
て
い
る
、
と
り
わ
け
そ
の
た
め
の
相
手
方
の
協
力
が
必
要
な
場
合
に
、
そ
う
し
た
証
拠
方
法
を
原
状
回
復
手
段
の
助

け
を
借
り
て
獲
得
し
よ
う
と
す
る
者
に
開
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
、
憲
法
上
疑
問
は
な
い
。
け
だ
し
、
既
判
力
を
も
っ
て
終
結
し
た
手
続

に
お
い
て
父
と
し
て
請
求
を
受
け
、
棄
却
判
決
を
得
た
者
も
、
科
学
の
進
展
が
前
訴
で
用
い
ら
れ
た
方
法
よ
り
も
優
れ
た
父
子
関
係
確
認
の
方

法
を
可
能
に
す
る
場
合
に
、
必
ず
し
も
再
度
の
鑑
定
へ
の
協
力
を
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
権
利
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
七
五
（　
　
　

）

五
三



　

��
 

父
子
関
係
確
認
手
続
に
お
け
る
原
状
回
復
被
告
の
そ
う
し
た
保
護
を
、
必
要
な
利
益
衡
量
の
際
に
、
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
基
本
権
よ

り
も
劣
位
に
お
く
必
要
は
な
い
。
け
だ
し
、
後
者
の
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
基
本
権
は
、
血
縁
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
し
よ
う
と
す

る
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
く
、
知
り
う
る
情
報
を
国
家
機
関
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
ず
に
お
か
れ
る
こ
と
か
ら
の
み
保
護
さ
れ
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
再
び
父
で
あ
る
と
し
て
請
求
を
受
け
た
当
事
者
が
、
原
状
回
復
の
訴
え
の
請
求
棄
却
の
申
立
て
に
よ
っ
て
、
再
度
の
鑑
定
に
協

力
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
入
手
が
期
待
さ
れ
る
知
識
は
、
原
状
回
復
原
告
に
対
し
て
、
裁
判
所
ま
た
は
そ
の
他
の
国
家

機
関
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
法
律
上
保
護
に
値
す
る
方
法
で
も
っ
て
、
被
告
自
身
に
よ
っ
て
原
状
回
復
原
告
に
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

民
訴
法
六
四
一
条
�
の
原
状
回
復
の
訴
え
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
し
て
お 

こ
こ
で
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
。
新
鑑
定
の
提
出
は
訴
え

の
適
法
要
件
と
解
す
る
の
が
通
説
・
判
例
で
あ
り
、
右
連
邦
裁
〇
三
年
判
決
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
他
方
、
本
判
決
は
、
父
子
関
係
を
知

る
権
利
は
、
自
己
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
す
る
権
利
ま
で
も
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
判
旨
部

分
は
、
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
を
実
現
す
る
権
利
も
ま
た
憲
法
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
に
よ
り
法
律
上
の
父
に
保
障
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
認
め
た
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
に
面
し
て
、
今
後
は
維
持
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
来
、
民
訴
法
六
四
一

条
�
に
規
定
さ
れ
た
原
状
回
復
の
訴
え
に
対
し
て
は
新
鑑
定
の
獲
得
の
難
し
さ
か
ら
、
そ
の
機
能
的
な
限
界
を
指
摘
す
る
見
解
が
み
ら
れ 

し
か
し
、
近
く
立
法
化
さ
れ
る
父
子
関
係
の
解
明
・
確
認
手
続
で
獲
得
さ
れ
た
父
子
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
が
、
血
縁
関
係
が
問
題
と
な
る
父

子
関
係
事
件
全
般
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
原
状
回
復
の
訴
え
（
民
訴
法
六
四
一
条
�
）
に
対
し
て
も
何
ら
か
の

影
響
が
生
ず
る
の
か
、
な
ど
興
味
深
い
問
題
が
予
測
さ
れ
る
が
が
、
現
段
階
で
は
こ
れ
ら
は
今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

な
お
、
前
訴
当
時
に
利
用
ま
た
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
学
問
上
の
知
識
ま
た
は
鑑
定
（
医
学
鑑
定
を
含
む
）
が
、
民
訴
法
五
八
〇

条
七
号
ｂ
に
い
う
再
審
事
由
（
新
証
書
の
発
見
ま
た
は
利
用
の
原
状
回
復
事
由
）
に
な
り
う
る
か
は
、
従
前
か
ら
再
審
法
の
重
要
論
点
で
あ
る
。

（　

）
４６り
、

（　

）
４７た
。
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連
邦
裁
（
一
九
五
一
年
二
月
二
六
日
判
決
。B

G
H

Z
1,S.218ff.

 
 
 
              
）
は
、
新
し
い
遺
伝
生
物
学
鑑
定
は
同
条
の
再
審
事
由
に
あ
た
ら
な
い
と
し

て
い
る
。
他
方
で
、
民
訴
法
六
四
一
条
�
が
導
入
さ
れ
た
現
在
で
も
、
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ヨ
ー
ナ
ス
の
民
訴
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
グ
ル
ン
ス
キ
ー
）

は
、
新
し
い
学
問
上
の
知
識
が
従
前
の
事
実
関
係
を
裁
判
上
解
明
し
う
る
よ
う
な
場
合
に
、
民
訴
法
五
八
〇
条
七
号
ｂ
に
基
づ
く
再
審
を
認
め

る
考
え
方
を
示
し
て
い 

し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
消
極
説
が
多
数
説
と
思
わ
れ 

ヴ
ゥ
ル
ス
バ
イ
ン
（S.W

rthw
ein

   
    
   
）

は
新
し
い
鑑
定
に
基
づ
く
再
審
請
求
に
つ
い
て
、
民
訴
法
五
八
〇
条
七
号
ｂ
だ
け
で
な
く
、
民
訴
法
六
四
一
条
�
の
準
用
も
否
定
し
て
い 

　

�　

と
こ
ろ
で
本
判
決
以
前
に
、
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
い
る
業
者
の
競
争
行
為
違
反
が
問
題
な
っ
た
事
案
で
、
利
益
衡
量

の
手
法
に
よ
っ
て
、
血
縁
関
係
の
秘
密
維
持
に
つ
い
の
子
の
利
益
の
優
先
を
認
め
な
か
っ
た
下
級
審
判
例
が
あ
る
。
こ
の
事
案
は
、
裁
判
所
か

ら
の
依
頼
を
受
け
て
血
縁
鑑
定
を
実
施
し
て
い
る
法
廷
遺
伝
学
研
究
所
（forensisch-genetisches

Labor

                            
）
が
、
血
縁
鑑
定
を
そ
の
業
務
に

掲
げ
る
遺
伝
学
研
究
所
の
業
務
執
行
者
に
対
し
て
、
新
聞
紙
上
に
お
い
て
、
母
ま
た
は
子
の
同
意
を
得
ず
に
す
る
私
的
な
血
縁
鑑
定
の
実
行
お

よ
び
宣
伝
の
差
し
止
め
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地
裁
商
事
部
の
二
〇
〇
三
年
五
月
二
二
日
判

決
（Fam

R
Z

2003,S.1580ff.

   
 
                  
）
は
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
（
現
行
三
条
・
四
条
一
一 

に
い
う
競
争
違
反
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
、

請
求
を
棄
却
し
た
。

　

同
判
決
に
よ
る
と
、
��

 

血
縁
検
査
の
実
施
に
関
係
者
の
同
意
を
求
め
る
連
邦
医
師
会
お
よ
び
ロ
ベ
ル
ト
コ
ッ
ホ
研
究
所
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

法
律
で
な
い
と
し
て
、
そ
の
違
反
は
競
争
上
の
重
要
な
規
範
違
反
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
。
同
意
な
く
行
わ
れ
る
子
の
血
縁
デ
ー
タ
の
収
集
は
、

人
格
権
の
自
由
な
発
展
に
つ
い
て
の
子
の
基
本
権
（
基
本
法
二
条
一
項
）
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
子
が
誰
と
血
縁
関
係
が
あ
る
か
と
い

う
問
題
は
、
子
の
私
的
領
域
の
コ
ア
部
分
に
当
た
り
、
業
者
の
権
利
よ
り
も
重
要
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
��

 

し
か
し
、
競
争
行
為
の
基

本
法
違
反
の
評
価
に
際
し
て
は
、
す
べ
て
の
関
係
者
の
利
益
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
子
の
基
本
権
の
み
な
ら
ず
、
子
と
の
血
縁
関
係
に
つ

（　

）
４８る
。

（　

）
４９る
。

（　

）
５０る
。

（　

）
５１号
）

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
七
七
（　
　
　

）

五
五



い
て
知
る
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
父
の
基
本
権
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
��

 

父
の
権
利
に
つ
い
て
は
民
法
中
に
多
く
の
法
規
制
も
あ

り
、
ま
た
、
強
制
鑑
定
に
関
す
る
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
は
、
必
要
な
場
合
に
は
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｃ
・
一
六
〇
〇
条
ｄ
）、
す
べ
て
の
人
に

血
縁
検
査
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
子
が
裁
判
手
続
で
そ
の
検
査
義
務
を
負
う
場
合
、
子
の
利
益
を
父
の
利
益
と
比
較
衡
量
す
る
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
秘
密
の
血
縁
テ
ス
ト
は
、
裁
判
手
続
で
収
集
ま
た
は
強
制
さ
れ
る
父
子
関
係
の
検
査
ほ
ど
に
、
子
の
福
祉
を
重
大
に
侵
害
す
る
も
の
と

は
い
え
な
い
。
��

 

ま
た
法
律
上
、
父
子
関
係
問
題
の
解
明
の
可
能
性
が
な
い
場
合
に
も
、
父
が
、
秘
密
の
血
縁
鑑
定
に
よ
っ
て
生
物
学
的
な
父

で
あ
る
と
の
確
証
を
得
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
父
の
権
利
は
、
婚
姻
お
よ
び
家
庭
の
保
護
の
基
本
権
（
基
本
法
六
条
）
と
比

較
衡
量
さ
れ
る
。
��

 

そ
し
て
、
す
べ
て
の
関
係
者
の
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
場
合
、
子
の
血
縁
関
係
の
秘
密
の
維
持
だ
け
が
無
条
件
で
優
先
す

る
も
の
で
は
な 

と
す
る
。

　

右
判
旨
は
、
裁
判
上
の
強
制
的
血
縁
検
査
義
務
（
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
）
に
つ
い
て
、
秘
密
の
血
縁
関
係
テ
ス
ト
が
子
の
福
祉
に
及
ぼ
す
影

響
は
重
大
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
、
ま
た
生
物
学
的
な
血
縁
関
係
を
知
る
父
の
利
益
を
重
視
し
て
、
比
較
衡
量
に
よ
り
血
縁
関
係
を
知

る
父
の
権
利
を
優
先
さ
せ
る
考
え
方
を
示
し
た
点
で
、
本
判
決
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
批
評
し
た
ス
ピ
ッ
ク
ホ
フ
（A

.Spickhoff

 
           
）

は
、
連
邦
裁
一
九
九
八
年
判
決
に
従
っ
て
否
認
原
告
が
「
最
初
の
疑
い
」
を
提
示
し
て
開
始
さ
れ
た
正
規
の
裁
判
手
続
に
お
い
て
血
縁
鑑
定
が

実
施
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
結
果
如
何
を
問
わ
ず
、
基
本
法
六
条
一
項
（
国
家
秩
序
に
よ
る
婚
姻
・
家
庭
の
特
別
な
保
護
）
か
ら
導
か
れ
る
婚

姻
お
よ
び
家
庭
の
結
束
を
擁
護
す
る
義
務
か
ら
す
る
と
、
そ
う
し
た
手
続
上
の
措
置
は
疑
問
と
な
る
。
正
規
の
裁
判
手
続
に
至
る
場
合
に
は
、

婚
姻
や
家
庭
の
終
局
的
な
破
綻
へ
の
第
一
歩
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
疑
惑
の
父
子
関
係
を
確
認
す
る
テ
ス
ト
が
家
庭
の
平
和

や
子
の
福
祉
を
侵
害
す
る
程
度
は
強
く
な
い
と
い
う
考
え
方
が
右
判
旨
か
ら
う
か
が
え
る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
を
一

（　

）
５２い
、

＜
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律
禁
止
す
る
の
は
、
相
当
性
が
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
ツ
ェ
ラ
ー
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
は
、
連
邦
裁
一
九
九
八
年
判
決
に
反
す
る
判
例
と
し
て

右
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
地
裁
判
決
を
引
用
す 

（
１
）　H

.E
ngler/T.R

ausche,Staudingers
K

o

 
   
       
   
                     
 m

m
entar

zum
B

ürgerlichen
G

esetzbuch

 
 
         
  
             
          m

it
E
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und

N
ebengeset

 
    
                      
         zen,

     

B
uch
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・Fam

ilienrecht
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m
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cc),R
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（
２
）　Institut

für
Fam

ilienrecht
der

W
isse
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V

ereinigung
für

Fam
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   enrecht

e.V
.,D
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entation:R

ichtli

           
    
    
           
      nien

für
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E
rstat-

              
      

tung
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A
bstam

m
ungsgutachten,Fam

R
Z

          
     
 
                  
 
 

2002,S.1159ff.

                  
こ
の
解
説
と
し
て
、vgl.C

.O
rgis,N

eue
R

ichtlinien
für

 
     
   
       
     
               die

E
rstattung

von

     
              

A
bstam

m
ungsgutachten

und
die

K
onsequ

 
     
 
                       
      enzen

für
den

K
indschaftsprozeß,Fam

               
                     

R
Z

2002,S.1157f.

 
                  

（
３
）　

一
九
九
三
年
版
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
裁
判
外
の
血
縁
鑑
定
の
実
施
に
際
し
て
も
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
、
検
査
に
つ
い
て
は
、

関
係
者
の
同
意
、
子
供
の
場
合
に
は
監
護
権
を
有
す
る
母
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
た
（1.1.5

       
）。H

.R
itter,R

ichtlinien
für

 
   
        
               

die
E

rstattung
von

A
bstam

m
ungsgutach

     
               
     
 
          ten

(Stand:
            26   .   11   .1993),Fam

R
Z

1994,S.872,873.

            
 
                     

　

な
お
、
自
然
科
学
者
の
間
で
も
、
こ
う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
批
判
的
な
見
解
が
み
ら
れ
る
。
二
〇
〇
二
年
版
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
対
し
て
は
、W

.

 
  

M
artin/M
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（
４
）　K

.H
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m
el,Zur

Frage
der

B
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g

 
   
  
 
                   
          esetzlicher

K
ostenvorschriften

für
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e
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                   utachten

in

            

Fallen
streittiger

A
bstam

m
ung,D

AVor

                    
     
 
      
 
   m

1997,S.732.

 
               

（
５
）　D

.M
utschler

Fam
R

Z
1995,S.844.

 
   
            
 
                

（
６
）　

も
っ
と
も
、
勧
告
説
に
従
っ
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
法
的
な
拘
束
力
は
な
い
と
し
て
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
裁
判
上
の
利
用
問

題
に
つ
い
て
の
結
論
は
直
ち
に
導
け
な
い
と
す
る
の
は
、R

ittner/R
ittner,N

JW
2002,S.1747.

 
        
         
  
                 
ま
た
、
行
政
法
規
説
の
論
者
（M

utschler,a.a.

 
                

O
.

 
  
前
注
（
５
））
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
団
体
に
所
属
す
る
構
成
員
に
対
し
て
、
団
体
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
規
律
す
る
、
他
方
、
非
構
成
員
に
対

し
て
は
、
任
意
の
契
約
に
基
づ
き
承
諾
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
、
拘
束
力
を
認
め
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
説
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
強
い
拘
束
力
は

（　

）
５３る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
七
九
（　
　
　

）

五
七



考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
７
）　D

.M
utschler,U

nerlaubte
D

N
A

-G
utacht

 
   
           
           
 
 
  
      en

als
E

infallstor
für

die
gerichtli

        
                            che

Vaterschaftsanfechtung?,Fam
R

Z
2

     
                           
 
   003,S.74,76.

                

（
８
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
豊
田
・
父
子
関
係
訴
訟
五
六
八
頁
以
下
参
照
。

（
９
）　

こ
の
賛
成
評
釈
と
し
て
、vgl.M

.-E
.G

eis,A
nm

.zu
B

VerfG
,B

e

 
     
    
   
      
  
      
 
    
   
 s.v.

      11   .6.1911,Fam
R

Z
1991,S.1284ff.

              
 
                   

（　

）　

一
件
は
、
�
購
入
し
た
中
古
車
の
瑕
疵
を
理
由
に
買
主
が
売
買
代
金
の
返
還
を
請
求
し
た
事
件
で
、
当
事
者
間
の
電
話
で
契
約
の
合
意
解
除
が
成
立

１０
し
た
と
の
原
告
・
買
主
の
主
張
に
つ
き
、
同
事
件
の
控
訴
審
は
、
買
主
の
申
立
て
に
よ
り
、
電
話
を
そ
の
傍
ら
で
聞
い
て
い
た
と
す
る
買
主
の
母
を
証

人
尋
問
し
て
、
そ
の
証
言
に
基
づ
き
買
主
の
請
求
を
認
容
し
た
。
憲
法
異
議
の
申
立
て
は
、
一
般
的
人
格
権
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
の
侵

害
を
主
張
す
る
。

　

も
う
一
件
は
、
�
賃
貸
人
が
、
賃
貸
物
件
に
加
え
ら
れ
た
造
作
に
関
し
て
賃
借
人
（
有
限
会
社
）
に
金
員
請
求
を
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
賃
借
人
が

金
員
の
支
払
い
を
約
束
し
た
旨
の
電
話
に
よ
る
通
話
内
容
に
関
し
て
、
賃
貸
人
が
申
し
出
た
、
当
事
者
間
の
電
話
に
よ
る
交
渉
の
会
話
を
そ
の
傍
ら
で

聞
い
て
い
た
と
す
る
賃
貸
人
の
娘
を
証
人
尋
問
し
て
、
控
訴
審
は
賃
貸
人
の
請
求
を
認
容
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
憲
法
異
議
の
申
立
て
は
、
基
本
権

（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
に
よ
る
一
般
的
人
格
権
等
）
の
侵
害
を
非
難
す
る
。

（　

）　

判
旨
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
は
、K

.K
ieth,Verw

ertung
rechtsw

idrig
er

 
   
       
   
              
        langter

B
ew

eism
ittelim

Zivilprozess

         
  
    
        
             ,M

D
R

2005,S.965,

   
 
 
               

１１967ff.;
T

hom
as/P

utzo/K
.

R
eichold,

Zi

         
   
    
      
   
           vilprozessordnung,

                   25   .
A

ufl.,
2003,

§286,
3a,

R
n.

7,
S.

5

   
                       
          61.

    
批
判
的
な
の
は
、O

.
Jauernig,

 
            

Zivilprozessrecht,

                   28   .A
ufl.,S.215;H

rsg.von.H
.J.M

u

   
               
           
      
 silak/U

.Foerst,K
om

m
entar

zur
Zivil

       
           
  
 
               prozessordnung,5.A

ufl.,2007,§286

                    
                ,   

B
I4c,R

n.8,S.870.

 
       
              

（　

）　U
.Foerst,Lauschzeugen

im
Zivilproz

 
                         
          ess,N

JW
2004,S.262f.

      
  
                 
こ
の
批
判
説
に
よ
る
と
、
相
手
方
の
訴
訟
詐
欺
を
防
止
し
う
る
よ
う
な
場
合

１２
に
、
盗
聴
者
を
証
人
尋
問
す
る
こ
と
は
適
法
と
解
さ
れ
る
。

（　

）　

そ
の
判
旨
の
概
要
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
�
話
さ
れ
た
言
葉
に
つ
い
て
の
権
利
は
、
一
般
的
人
格
権
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
に

１３
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
人
格
権
の
固
有
価
値
を
確
保
し
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
の
そ
の
自
由
な
展
開
の
基
本
的
要
請
に
応
じ
た
も

の
で
あ
り
、
判
例
上
長
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
の
到
達
を
相
手
だ
け
に
限
る
か
、
特
定
の
人
的
範
囲
と
す
る
か
、
そ
れ

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

二
号 

二
八
〇
（　
　
　

）

五
八



と
も
社
会
一
般
に
ま
で
拡
げ
る
か
を
自
ら
決
定
す
る
権
限
も
、
そ
の
基
本
権
に
含
ま
れ
る
。
そ
の
保
護
は
特
定
の
内
容
に
限
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
へ
の
直
接
ア
ク
セ
ス
、
つ
ま
り
第
三
者
の
関
与
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
に
か
か
わ
る
。
�
市
民
の
私
的
な
生
活
形
成
の
領
域
以
外
に
、
し
か
し
、
一

般
的
人
格
権
は
無
制
限
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
話
さ
れ
た
言
葉
も
憲
法
秩
序
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
（
基
本
法
二
条
一
項
）。
こ
れ
に
は
、

法
治
国
家
原
則
（
基
本
法
二
〇
条
三
項
）
か
ら
導
か
れ
る
、
機
能
的
司
法
の
保
障
お
よ
び
実
体
的
に
正
し
い
裁
判
の
探
求
が
含
ま
れ
る
。
秘
密
に
盗
み

聞
き
し
た
電
話
の
通
話
内
容
に
つ
い
て
、
証
人
尋
問
に
よ
る
証
拠
調
べ
が
適
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
利
用
で
き
る
か
は
、
一
方
で
は
、
そ
の
利
用
に
反
対

す
る
一
般
的
人
格
権
と
、
他
方
で
は
そ
の
利
用
を
支
持
す
る
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
の
比
較
衡
量
の
結
果
に
よ
る
。
�
連
邦
裁
は
、
以
上
の
観
点
か

ら
、
原
審
の
比
較
衡
量
は
正
当
で
な
い
と
す
る
。
被
告
と
の
友
好
関
係
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
受
取
書
を
請
求
し
な
か
っ
た
と
い
う
考
慮
で
は
、
基
本

法
上
保
護
さ
れ
た
被
告
の
権
利
の
事
後
的
侵
害
を
正
当
化
で
き
な
い
。
原
告
は
別
の
方
法
で
も
金
員
の
交
付
を
証
明
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
�
ま
た
本

件
は
、
機
能
的
民
事
司
法
へ
の
一
般
的
利
益
に
、
一
般
的
人
格
権
と
同
じ
価
値
、
ま
た
は
そ
れ
よ
り
も
高
い
価
値
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
は
い
え
な

い
。
む
し
ろ
、
人
格
権
の
侵
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
調
べ
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
と
思
わ
せ
る
別
の
観
点
が
加
わ
る
必
要
が
あ
る
。
挙
証
者
が
正

当
防
衛
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
被
告
が
消
費
貸
借
の
受
領
を
争
っ
て
い
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
証
明
責
任
を

負
っ
た
請
求
権
者
に
常
に
認
め
ら
れ
る
単
な
る
証
明
の
利
益
は
、
原
告
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
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
、
相
手
方
当
事
者
の
人
格
権
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
の
に
足
り
な
い
。
原
告
が
当
時
の
弁
護
士
の
助
言
に
よ
っ
て
そ
の
措

置
の
適
法
性
を
信
じ
て
い
た
か
否
か
は
、
こ
の
関
係
で
は
問
題
で
な
い
。

（　

）　

こ
の
判
決
を
批
判
的
に
検
討
し
た
評
釈
と
し
て
、vgl.U

.Foerste,A
nm

.zu
B

G
H

,U
.v.

 
     
            
  
      
 
 
   
     18   .2.2003,JZ

2003,S.1111ff.

                               

１４
（　

）　

こ
れ
は
、
課
税
問
題
等
に
関
し
て
現
に
訴
訟
係
属
中
の
当
事
者
同
士
が
被
告
（
開
業
医
）
の
自
宅
に
お
い
て
話
合
い
を
し
た
際
に
、
被
告
が
原
告

１５
（A

m
tsdirekter

 
 
          
）
に
は
内
緒
で
そ
の
話
合
い
の
内
容
に
つ
い
て
、
被
告
の
妻
に
録
音
さ
せ
て
い
た
た
め
、
原
告
が
録
音
テ
ー
プ
の
引
渡
し
を
被
告
に
対

し
て
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
基
本
法
一
条
・
二
条
・
三
条
、
お
よ
び
一
九
五
〇
年
一
一
月
四
日
の
「
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
」
の
規
定
を
指
摘
し
て
、
原
告
の
一
般
的
人
格
権
の
侵
害
を
侵
害
し
た
も
の
と
解
し
た
原
審
の
判
断
を

維
持
し
て
い
る
。
同
判
決
は
、
話
合
い
の
内
容
か
ら
今
後
に
予
想
さ
れ
る
紛
争
の
た
め
の
メ
モ
ま
た
は
証
拠
方
法
を
得
る
と
い
う
私
的
利
益
だ
け
で
は
、

秘
密
の
会
話
録
音
に
認
め
ら
れ
る
相
手
方
の
個
人
領
域
へ
の
重
大
な
侵
害
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
八
一
（　
　
　

）

五
九



（　

）　

ド
イ
ツ
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
つ
い
て
は
、
上
村
明
広
「
違
法
収
集
証
拠
の
証
拠
適
格
」
岡
山
法
学
三
二
巻
三
四
号
七
四
五
頁
以
下
、
森
勇
「
民
事

１６
訴
訟
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
の
扱
い
―
証
拠
収
集
行
為
の
実
体
法
上
の
瑕
疵
と
そ
の
訴
訟
法
的
評
価
―
」
判
タ
五
〇
七
号
一
八
頁
以
下
、
馬
渕
清
史

「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
（
一
）（
二
・
完
）」
民
商
一
〇
三
巻
三
号
四
五
三
頁
以
下
、
四
号
六
〇
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（　

）　

住
宅
の
売
買
に
際
し
て
購
入
者
の
知
ら
な
い
間
に
さ
れ
た
録
音
テ
ー
プ
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
利
用
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

１７
一
九
七
三
年
一
月
三
一
日
決
定
（B

VerfG
E

 
 
    
 
 34,

    S.238ff.=
N

JW
1973,S.891ff.

            
  
                
）
は
、
�
基
本
法
は
各
個
人
に
私
的
な
生
活
形
成
に
お
い
て
不
可

侵
領
域
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
根
拠
は
人
格
権
の
自
由
な
発
展
（
基
本
法
二
条
二
項
）
に
求
め
ら
れ
る
、
�
た
だ
し
、
私
的
生
活
領
域
の
全
体
が
基
本

法
の
絶
対
的
な
保
護
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
公
益
が
圧
倒
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
均
等
性
原
則
を
厳
密
に
遵
守
し
た
う
え
で
、
私
的
な
生
活
形
成
の

不
可
侵
領
域
を
侵
害
し
な
い
限
度
で
、
す
べ
て
の
市
民
は
国
家
の
措
置
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
�
秘
密
の
録
音
が
絶
対
不
可
侵
の
領
域
に
触

れ
る
の
は
い
つ
か
、
ま
た
国
家
の
介
入
が
許
さ
れ
る
領
域
は
ど
こ
ま
で
か
は
、
抽
象
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
事
案
毎
に
特
別
な
事
情
を
考
慮

し
て
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
事
案
で
は
録
音
テ
ー
プ
の
利
用
は
許
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、

馬
渕
・
前
掲
論
文
（
注
（　

））
六
〇
九
頁
以
下
参
照
。

１６

（　

）　R
osenberg/Schw

ab/G
ottw

ald,Zivilproz

 
             
    
    
              essrecht,

          16   .A
ufl.,2004,§109

2
b,R

n.

   
                       
   24   f.S.747f.;B

aum
bach/Lauterbach/H

ar

              
   
                 
  tm

ann,

  
     

１８Zivilprozessordnung,

                     62   .A
ufl.,2004,§286,Rn.

   
                   
   68,

   S.1092

         u.Ü
bers

§371
7

B
,Rn.

    
             
   
   13   f.S.1411f.;Thom

as/Putzo/Reichold,

               
   
                  ZPO

§286,

    
       

3
a,R

n.7,S.561.

      
             
最
近
の
議
論
に
つ
い
て
は
、vgl.O

.W
erner,Verw

ertung
rechtsw

id

 
     
   
        
   
              
  rig

erlangter
B

ew
eism

ittel,N
JW

1988

               
  
    
        
  
     ,S,993ff.

            

（　

）　V
gl.

Z
öller/G

reger,
Z

P
O

,
§286,

6c,
R

 
            
         
 
             

n.

   15   b,
S.

829;
R

osenberg/Sch
w

ab/G
ottw

ald
            
            
 
    
    
   

,
Z

P
R

,
§109,

III2,
R

n.

    
 
               
   25,

    S.
748;

        

１９M
usielak/Foerste,ZPO

,§286,B
4c,R

n

 
                    
         
     
 .7,S.869

           
（
通
説
と
い
う
）.   

（　

）　

た
と
え
ば
、W

.Sauer,A
llgem

eine
Prozessrechtsle

 
          
     
                    hre,1951,S.138

                 

は
、
訴
訟
行
為
の
合
法
性
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、
そ
の
目
的
は
真
実

２０
の
発
見
で
あ
り
、
個
人
的
な
自
由
や
身
体
の
不
可
侵
の
保
護
よ
り
も
重
要
な
価
値
で
あ
る
と
す
る
。

（　

）　

�　

ベ
ル
ナ
ー
は
、
�
訴
訟
法
の
目
的
を
、
真
実
お
よ
び
正
義
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
仕
え
る
も
の
と
み
て
、
そ
の
観
点
か
ら
、
違
法
収
集
証
拠
の
完

２１
全
な
利
用
に
賛
成
す
る
。
�
挙
証
者
は
、
証
拠
方
法
を
利
用
し
て
、
相
手
方
の
真
実
に
反
し
た
、
違
法
な
態
度
に
対
し
て
、
自
己
の
証
明
責
任
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
真
実
を
探
知
し
、
実
体
的
に
正
し
い
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
不
実
を
語
る
相
手
方
が
報
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

二
号 

二
八
二
（　
　
　

）

六
〇



証
拠
方
法
を
入
手
し
た
当
事
者
に
、
入
手
行
為
の
制
裁
と
、
証
拠
申
立
て
の
拒
否
に
よ
り
、
二
重
の
処
罰
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
�
利
用
不
適
法
説

は
、
制
裁
の
欠
如
ま
た
は
そ
の
不
十
分
を
証
拠
方
法
を
入
手
し
た
当
事
者
の
敗
訴
に
よ
っ
て
代
替
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
刑
事
司

法
が
任
務
を
果
た
せ
な
い
場
合
に
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
で
も
、
証
拠
方
法
の
準
備
や
入
手
に
対
し
て
よ
く
対
応
で
き
て
お
り
、
そ
れ
以

上
に
侵
害
さ
れ
た
相
手
方
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
。W

erner,a.a.O
.,S.1002.

 
              
            
（
注
（　

））
１８

　

�　

ま
た
ト
ゥ
レ
セ
ン
リ
ュ
ウ
タ
ー
（P.T

resenreuter

    
           
）
は
、
�
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
相
手
方
の
価
値
を
侵
害
し
な
い
、
単
な
る
法
律
違
反
に
よ
っ

て
収
集
さ
れ
た
証
拠
方
法
は
、
原
則
と
し
て
利
用
し
う
る
と
す
る
。
�
民
事
訴
訟
に
お
い
て
挙
証
す
べ
き
当
事
者
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
に
よ
る

証
明
権
を
有
し
て
お
り
、
単
な
る
法
律
違
反
で
収
集
さ
れ
た
証
拠
方
法
の
利
用
を
肯
定
す
る
。
証
明
権
の
基
礎
に
は
、
法
治
国
家
原
理
、
司
法
行
為
請

求
権
、
武
器
対
等
の
原
則
の
形
で
現
わ
れ
る
フ
ェ
ア
ー
の
要
請
の
原
則
が
あ
り
、
特
に
フ
ェ
ア
ー
の
要
請
は
、
相
手
方
の
真
実
義
務
違
反
の
可
能
性
お

よ
び
挙
証
す
べ
き
当
事
者
に
不
利
と
な
る
リ
ス
ク
の
分
配
を
考
え
る
と
、
証
拠
評
価
の
禁
止
に
反
対
す
る
。
�
挙
証
す
べ
き
当
事
者
の
申
し
立
て
た
証

拠
調
べ
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
そ
の
当
事
者
の
証
拠
調
べ
を
求
め
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
基
本
法
上
保
護
さ
れ
た
相
手
方
の
人
格
権

が
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
、
証
拠
利
用
禁
止
を
肯
定
す
べ
き
か
は
、
挙
証
す
べ
き
当
事
者
の
証
明
権
と
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
�
民
事
訴

訟
の
機
能
手
続
の
作
用
方
法
、
お
よ
び
そ
の
意
義
や
目
標
は
、
証
明
権
の
無
制
限
の
通
用
を
要
請
す
る
。
民
事
訴
訟
手
続
の
意
義
お
よ
び
目
標
で
あ
る
、

法
的
紛
争
の
解
決
お
よ
び
社
会
的
正
義
を
回
復
す
る
た
め
の
実
体
法
秩
序
の
確
証
を
達
成
す
る
た
め
の
中
間
目
標
は
、
裁
判
の
基
礎
に
な
る
事
実
の
真

実
の
探
知
で
あ
る
。
憲
法
上
の
人
格
権
に
証
明
権
を
こ
え
る
意
義
を
認
め
、
証
拠
評
価
の
禁
止
を
導
く
こ
と
で
、
そ
れ
は
妨
げ
ら
れ
る
。
�
違
法
に
収

集
さ
れ
た
証
拠
の
利
用
の
場
合
、
憲
法
上
の
人
格
権
の
侵
害
の
程
度
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
利
用
は
相
当
で
あ
り
か
つ
必
要
で
も
あ
る
。
当
事

者
尋
問
で
相
手
方
は
沈
黙
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
裁
判
所
は
状
況
証
拠
を
評
価
す
る
し
か
方
法
が
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
真
実
の
確

実
な
判
断
が
で
き
な
く
な
る
。P.T

resenreuter,D
ie

V
erw

ertbarkeit
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）　

修
道
法
学
三
〇
巻
一
号
八
八
頁
注
（　

）。
こ
の
連
邦
憲
法
裁
二
〇
〇
三
年
四
月
九
日
決
定
と
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
民
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
三
宅

２２

２９

利
昌
「
血
縁
上
の
父
に
よ
る
法
律
上
の
父
子
関
係
の
否
定
に
つ
い
て
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
血
縁
上
の
父
の
父
性
否
認
権
を
中
心
と
し
て
―
」
創
価
法
学

三
四
巻
二
号
八
五
頁
以
下
、
野
澤
紀
雅
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
父
性
否
認
訴
訟
の
手
続
原
則
と
「
生
物
学
上
の
父
」
の
否
認
権
」
石
川
敏
行
・
デ
ッ
ク
・

エ
ラ
ー
ト
／
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
グ
ロ
ス
フ
ェ
ル
ト
・
山
内
惟
介
編
著
『
共
演　

ド
イ
ツ
法
と
日
本
法
』
二
六
三
頁
以
下
、
二
九
三
頁
以
下
（
中
大
出
版

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
八
三
（　
　
　

）

六
一



部
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（　

）　

基
本
法
六
条
二
項
は
、
子
の
保
護
お
よ
び
教
育
は
、
両
親
の
自
然
の
権
利
で
あ
り
、
か
つ
、
と
り
わ
け
両
親
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
（
一
文
）、

２３
そ
の
実
行
に
つ
い
て
は
、
国
家
共
同
社
会
が
監
視
す
る
（
二
文
）
と
規
定
す
る
。
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）　C
.R

ittner/N
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ittner,U
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N
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 W

2002.S.

 
          

２４1746ff.,1749.

                
ス
ピ
ッ
ク
ホ
フ
（A

.Spickhoff

 
           
）
に
よ
る
と
、
二
人
は
親
子
で
あ
る
。V

gl.
A

.Spickhoff,A
nm

.zu
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M
ünch
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同
説
を
支
持
す
る
の
は
、B

aum
bach/Lauterbach/H

artm
ann,ZPO
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     29   .   10   .2003,Fam

R
Z

2004,825f.

           
 
              

２７
（　

）　

こ
の
背
景
と
し
て
は
、
法
律
上
の
婚
姻
関
係
に
な
い
男
女
の
共
同
生
活
の
増
加
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
、A

.Lüderitz,Fam
ilienrecht,

 
               
            

２８27   .A
ufl.,1999,R

n.

   
             
   90   f.,S.

       36   .  
ま
た
ド
イ
ツ
の
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
（
同
棲
）
に
つ
い
て
の
分
析
に
つ
い
て
、
内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所
編
・

前
掲
書
三
五
頁
以
下
、
一
五
一
頁
以
下
（
修
道
三
〇
巻
一
号
八
八
頁
注
（　

））
参
照
。

３０

（　

）　R
.Zuck,D
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liche)
Vaterschaft
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as
kann

der
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2005,S.118.

    
                

２９
（　

）　StaudingersK
om

m
eB

G
B

/R
auscher,E

inlz

            
  
 
  
 
 
  
          
     u

§§1589ffV
I

6c)
cc),R

n.116,S.

            
            
           47   f.    

３０
（　

）　

同
コ
ン
メ
ン
ー
タ
ー
ル
（
ラ
ウ
シ
ャ
ー
）
は
、
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.

   
 
           52   f.   
）
を
指
摘
し
て
い
る
。

３１
こ
れ
は
、
離
婚
し
た
元
夫
か
ら
そ
の
子
に
対
し
て
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
で
は
、
正
規
の
鑑
定
人
に
な

り
う
る
こ
と
を
裁
判
所
で
認
定
さ
れ
て
い
る
鑑
定
人
が
、
事
前
に
裁
判
外
で
血
縁
関
係
に
つ
い
て
私
的
に
鑑
定
を
行
い
、
両
者
間
の
血
縁
関
係
を
否
定

す
る
鑑
定
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
。
同
高
裁
は
、
原
告
が
、
私
鑑
定
に
基
づ
き
父
子
関
係
に
つ
い
て
疑
い
を
も
っ
た
と

陳
述
し
て
い
る
こ
と
で
、
連
邦
裁
九
八
年
判
決
の
要
求
す
る
具
体
化
義
務
に
応
じ
て
い
る
も
の
と
判
示
し
て
い
る
。StaudingersK

om
m

eB
G

B
/R

auscher,
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         12   .1.2005,JZ

2005,S.627.

                            

３２
（　

）　

被
告
が
八
歳
の
女
児
で
あ
っ
た
の
は
、
第
一
事
件
か
第
二
事
件
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

３３
（　

）　O
hly,JZ

2005,S.628.
 
                     

３４
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）　M
.W
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Ver

 
   
              
                
  w

ertbarkeit
privater

A
bstam

m
ungsguta

 
                     
     
 
        chten,Fam

R
Z

2005,S.666f.

          
 
                 

３５
（　

）　

ベ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
説
の
最
後
の
指
摘
は
、
本
件
は
国
家
に
よ
る
基
本
権
侵
害
で
は
な
く
、
私
人
間
の
侵
害
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
基
本
法
上
の
理
論

３６
か
ら
一
貫
性
が
な
い
と
本
判
決
を
批
判
す
る
リ
ン
ド
ナ
ー
（J.F.Lindner

             
）
も
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
は
関
係
す
る

法
的
利
益
の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ
た
規
定
で
は
な
い
。
連
邦
裁
は
、
基
本
法
上
直
接
に
要
請
さ
れ
る
利
益
考
慮
を
読
み
取
っ
て
、
そ
れ
を
維
持
し
う

る
か
を
検
討
し
て
い
な
い
点
に
お
い
て
、
基
本
法
へ
の
司
法
権
の
直
接
の
拘
束
を
定
め
る
基
本
法
一
条
三
項
に
違
反
す
る
と
。J.F.Lindner,G

erichtli-

 
               
         

che
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V
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               .   

（　

）　

連
邦
憲
法
裁
の
判
旨
「
Ｂ
」
部
分
は
、
本
文
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
�
基
本
法
違
反
を
指
摘
し
て
立
法
者
に
父
子
関
係
確
認
手
続
の
立
法
措
置
を
要

３７
求
し
た
判
旨
部
分
（
Ｂ
�
）、
現
行
法
の
規
定
す
る
否
認
手
続
は
、
単
に
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
り
た
い
父
の
権
利
に
応
ず
る
手
続
で
は
な
い
と
す
る

判
旨
部
分
（
Ｂ
�
）、
そ
し
て
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
利
用
を
訴
訟
上
認
め
な
か
っ
た
本
判
決
（
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
）
の
判
断
は
基
本

法
に
反
し
な
い
と
す
る
判
旨
部
分
（
Ｂ
�
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
本
文
に
お
い
て
は
、
Ｂ
�
部
分
を
要
約
的
に
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
他

の
�
お
よ
び
�
の
判
旨
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
註
に
お
い
て
、
長
文
の
た
め
不
体
裁
で
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
筆
者
の
理
解
す
る
限
り
で
、
そ
の
概
要

を
ま
と
め
さ
せ
て
頂
く
。

　

��
 

連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
�
基
本
法
二
条
一
項
お
よ
び
一
条
一
項
は
、
一
般
的
人
格
権
の
形
成
物
と
し
て
、
夫
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
子
と
の
血

縁
関
係
を
知
る
権
利
だ
け
で
な
く
、
そ
の
権
利
を
実
現
す
る
権
利
も
保
障
し
て
い
る
、
立
法
者
は
、
そ
れ
に
違
反
し
て
、
法
律
上
の
父
と
子
と
の
血
縁

関
係
を
確
認
す
る
た
め
の
法
的
規
制
を
怠
っ
て
い
る
と
す
る
。
�
基
本
法
二
条
一
項
お
よ
び
一
条
一
項
に
よ
り
、
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
る
子
の
権
利

が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
夫
の
権
利
も
同
様
で
あ
る
。

　

��
 

ま
た
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
夫
の
権
利
に
は
、
自
身
と
子
の
血
縁
関
係
を
、
手
続
上
解
明
し
確
認
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
と
い
う
権
利
も

含
ま
れ
る
。
�
人
格
権
は
、
入
手
可
能
な
情
報
を
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
保
護
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
夫
が
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
の
に

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
八
五
（　
　
　

）

六
三



必
要
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
手
続
が
開
か
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
は
保
護
さ
れ
る
。
�
現
在
の
学
問
レ
ヴ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
情
報
は
子
の
遺
伝

学
上
の
遺
伝
物
質
中
に
あ
り
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
に
よ
る
父
の
遺
伝
学
デ
ー
タ
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
子
と
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
確
実
な
知
識
が
得
ら
れ

る
。
子
の
遺
伝
学
情
報
は
、
夫
が
血
縁
関
係
の
有
無
を
知
る
カ
ギ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
一
般
的
人
格
権
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
は
無
制

限
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
秩
序
の
枠
内
で
の
み
行
使
で
き
る
。
ま
た
違
憲
目
的
が
追
求
さ
れ
た
り
、
相
当
性
原
則
に
違
反
が
あ
れ
ば
、

基
本
法
違
反
と
判
断
さ
れ
る
立
法
措
置
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

��
 

連
邦
憲
法
裁
は
、
立
法
者
が
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
を
そ
れ
に
相
応
し
い
方
法
で
主
張
・
貫
徹
で
き
る
手
続
を
開
い
て
い
な
い
の
は
、
基
本
法
二

条
一
項
お
よ
び
一
条
一
項
に
基
づ
く
保
護
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
。
�
夫
に
は
、
子
お
よ
び
監
護
権
を
も
つ
母
の
同
意
を
得
て
、
子
の
遺
伝
資

料
を
用
い
て
父
子
関
係
テ
ス
ト
を
行
い
、
血
縁
関
係
を
知
る
と
い
う
私
的
な
途
が
あ
る
が
、
子
や
母
が
テ
ス
ト
を
拒
絶
す
る
と
、
そ
の
途
は
法
的
に
閉

ざ
さ
れ
、
夫
は
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
。
�
夫
が
秘
密
に
収
集
し
た
鑑
定
は
、
子
の
人
格
権
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
や
母
の
監
護
権
（
基

本
法
六
条
二
項
）
を
侵
害
す
る
。
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
も
無
制
限
で
保
護
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
の
権
利
や
公
共
社
会
の
優
越
的
利
益

の
存
す
る
権
利
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
は
、
第
三
者
が
知
ら
な
い
間
に
、
同
意
な
く
、
個
人
の
血
縁
関
係
を
解
明
す
る

こ
と
に
対
し
て
、
国
家
機
関
に
そ
の
保
護
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
�
そ
の
場
合
の
基
本
権
の
衝
突
は
、
立
法
者
の
み
が
解
決
で
き
る
。
秘
密
の
父
子
関

係
テ
ス
ト
に
よ
る
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
侵
害
も
、
国
家
機
関
に
よ
る
保
護
が
必
要
で
あ
る
。

　

��
 

連
邦
憲
法
裁
は
、
他
方
、
法
秩
序
は
父
子
関
係
を
確
認
す
る
可
能
性
を
開
く
手
続
も
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
、
そ
の
手
続
の
欠
如
を
、
子
や
母
の

基
本
法
上
の
地
位
だ
け
で
正
当
化
で
き
な
い
と
す
る
。
�
子
が
自
己
の
血
縁
関
係
を
知
ら
ず
に
お
く
権
利
を
有
す
る
か
と
い
う
問
題
の
最
終
的
判
断
を

保
留
し
た
う
え
で
、
右
権
利
は
、
夫
の
血
縁
関
係
を
知
る
手
続
を
お
か
な
い
こ
と
を
正
当
化
し
な
い
、
右
権
利
が
人
格
権
に
含
ま
れ
る
か
は
疑
問
で
あ

り
、
仮
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
に
比
べ
て
、
そ
の
重
要
性
は
小
さ
い
。
�
ま
た
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
も
、
法
律

上
の
父
が
、
永
続
的
に
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
を
正
当
化
し
な
い
。
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
は
、
個
人
デ
ー
タ
の
譲
渡
や

利
用
を
防
止
す
る
が
、
父
子
関
係
に
疑
問
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
デ
ー
タ
の
み
が
法
律
上
の
父
の
遺
伝
学
上
の
デ
ー
タ
と
比
較
し
て
、
子
と
の
血
縁

関
係
を
認
識
さ
せ
る
。
子
の
遺
伝
学
上
の
デ
ー
タ
を
無
制
限
に
保
護
す
る
と
、
法
律
上
の
父
は
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

�
真
実
の
血
縁
関
係
を
知
る
と
い
う
父
の
正
当
な
利
益
は
、
法
律
上
の
父
と
し
て
子
に
対
す
る
自
身
の
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
で
よ
り
大
き
く
な
る
が
、
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血
縁
関
係
の
解
明
手
続
が
な
い
限
り
、
単
独
監
護
権
を
も
つ
母
が
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
に
よ
っ
て
、
夫
が
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
る
の

を
阻
止
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

��
 

連
邦
憲
法
裁
は
、
�
家
族
的
社
会
関
係
の
保
護
（
基
本
法
六
条
一
項
）
お
よ
び
私
的
領
域
の
保
護
（
基
本
法
二
条
一
項
）
を
考
え
る
と
、
と
り
わ

け
婚
姻
関
係
が
あ
れ
ば
、
子
の
血
縁
関
係
を
推
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
法
律
上
の
親
子
関
係
を
定
め
れ
ば
よ
い
が
、
推
定
規
定
の
も
と
で
は
、
真
実
の

父
子
関
係
に
疑
い
が
生
ず
る
以
上
、
立
法
者
は
、
同
時
に
そ
の
疑
い
を
解
明
し
う
る
手
続
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
�
子
と
の
血
縁
関
係
を
知

る
夫
の
権
利
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
が
、
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
手
続
の
開
設
、
た
だ
し
、
解
明
に
法
的
効
果
の
結
び
つ
か
な
い
手
続
の

開
設
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
、
父
子
関
係
を
認
知
し
た
男
に
も
い
え
る
。
�
右
手
続
の
開
設
に
よ
り
、
立
法
者
は
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を

制
限
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
が
夫
に
も
認
め
る
保
護
の
結
果
で
あ
る
。
法
律
上
の
父
の
デ
ー
タ
と
関
連
す
る

デ
ー
タ
が
問
題
に
な
る
以
上
、
そ
の
デ
ー
タ
を
開
示
し
な
い
子
の
権
利
は
、
保
護
す
べ
き
価
値
と
い
う
点
で
男
性
の
そ
れ
よ
り
も
劣
る
。
子
と
の
血
縁

関
係
を
知
る
法
律
上
の
父
の
権
利
は
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
よ
り
重
要
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
�
母
の
基
本
権
、
ま
た
、
子
お
よ
び
母

の
そ
の
他
の
基
本
権
も
右
手
続
の
設
置
を
妨
げ
な
い
。
�
家
庭
の
平
和
を
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
法
律
上
の
利
益
も
、
血
縁
関
係
の
疑
い
に
よ
り
す
で

に
家
庭
の
平
和
は
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
基
本
法
上
保
護
さ
れ
た
父
の
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
に
有
効
な
保
護
と
実
現
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

��
 

つ
づ
い
て
連
邦
憲
法
裁
は
、
民
法
一
六
〇
〇
条
以
下
に
よ
る
否
認
手
続
は
、
子
と
の
血
縁
関
係
だ
け
を
合
憲
的
に
知
る
と
い
う
父
の
権
利
を
考
慮

し
た
手
続
と
は
い
え
な
い
、
そ
の
目
標
お
よ
び
要
件
は
、
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
に
よ
る
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
の
実
現
に
限
ら
れ
ず
、
基
本

法
六
条
一
項
に
含
ま
れ
る
、
生
物
学
上
の
父
子
関
係
と
法
律
上
の
父
子
関
係
を
で
き
る
限
り
一
致
さ
せ
る
と
い
う
要
請
の
変
移
に
仕
え
る
が
、
そ
れ
に

よ
り
、
手
続
は
血
縁
関
係
を
知
る
と
の
要
請
を
こ
え
、
血
縁
関
係
の
知
識
の
獲
得
に
つ
き
、
過
度
の
要
件
を
た
て
て
い
る
、
し
か
し
、
父
子
関
係
の
確

認
だ
け
に
向
け
た
手
続
に
そ
れ
は
必
要
な
い
と
す
る
。
�
否
認
手
続
は
法
律
上
お
よ
び
生
物
学
上
の
父
子
関
係
を
統
合
し
、
手
続
上
、
法
律
上
の
父
と

の
血
縁
関
係
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
法
律
上
の
父
子
関
係
を
終
了
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
生
物
学
上
の
父
で
な
い
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、

父
子
関
係
を
解
消
す
る
と
い
う
法
律
上
の
父
の
保
護
利
益
（
基
本
法
六
条
二
項
一
文
）
に
対
し
て
、
法
律
上
お
よ
び
社
会
家
族
的
な
関
係
維
持
へ
の
子

の
保
護
利
益
（
基
本
法
六
条
一
項
に
よ
り
）
が
対
立
し
て
い
る
。
子
の
人
格
権
の
発
展
に
と
っ
て
、
安
定
し
た
家
庭
環
境
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
右
訴
え
が
成
功
す
る
と
、
子
の
生
活
状
況
に
大
き
な
影
響
が
生
ず
る
。
ま
た
家
庭
の
法
律
関
係
の
維
持
に
つ
い
て
保
護
利
益
を
有
す
る
子
の

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
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母
（
基
本
法
六
条
一
項
）
も
、
同
様
で
あ
る
。
�
こ
れ
ら
父
、
子
お
よ
び
母
の
基
本
法
上
の
地
位
の
衝
突
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
、
父
に
否
認
の
訴
え

を
開
く
と
と
も
に
、
生
物
学
上
の
父
子
関
係
と
法
律
上
の
そ
れ
と
の
不
一
致
が
確
認
さ
れ
る
と
、
そ
れ
以
上
に
母
や
子
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
を
し
な

い
で
、
法
律
上
の
父
と
子
と
の
関
係
を
切
断
す
る
こ
と
で
調
整
し
た
。
�
他
方
、
法
律
上
お
よ
び
社
会
家
族
的
な
関
係
を
維
持
し
た
い
子
と
母
の
利
益

に
つ
い
て
は
、
立
法
者
は
、
父
子
関
係
の
否
認
に
特
別
な
要
件
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
考
慮
し
て
お
り
（
否
認
期
間
に
関
す
る
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
、

血
縁
関
係
の
推
定
に
関
す
る
一
六
〇
〇
条
ｃ
を
引
用
）、
そ
れ
に
つ
い
て
憲
法
上
不
服
申
立
て
は
で
き
な
い
。
立
法
者
は
二
つ
の
基
本
法
上
の
地
位
を

均
等
に
考
慮
し
、
否
認
要
件
に
よ
っ
て
、
法
律
上
の
父
子
関
係
と
生
物
学
上
の
そ
れ
が
一
致
し
な
い
と
き
、
父
た
る
法
的
地
位
を
解
除
し
た
い
父
の
権

利
（
基
本
法
六
条
二
項
）
に
、
要
求
し
が
た
い
方
法
で
介
入
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

��
 

判
例
に
よ
る
否
認
要
件
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
憲
法
上
不
服
申
立
て
は
で
き
な
い
。
�
判
例
が
、
父
子
関
係
の
疑
い
と
い
う
単
な
る
主
張
で
は
足

り
な
い
、
父
子
関
係
に
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
客
観
的
な
事
情
の
陳
述
を
法
律
上
の
父
に
要
求
し
て
い
る
の
は
、
法
律
上
お
よ
び
社
会
的
な
家
族
の
ま
と

ま
り
の
保
護
（
基
本
法
六
条
一
項
）、
お
よ
び
、
法
律
上
の
父
に
課
せ
ら
れ
た
陳
述
責
任
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
事
実
上
の
手
掛
か
り
が
な
け
れ
ば
、
同

様
に
基
本
法
六
条
一
項
に
よ
る
保
護
に
寄
与
す
る
否
認
期
間
（
民
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
が
無
意
味
な
も
の
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
上
の
父
が
知
り
、

支
え
と
す
る
客
観
的
な
事
情
が
な
け
れ
ば
、
二
年
間
の
否
認
期
間
が
い
つ
か
ら
開
始
し
た
の
か
判
断
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
物
学
上
の
父
で
な
い

と
の
主
張
だ
け
で
陳
述
責
任
の
履
行
に
足
り
る
と
し
た
場
合
、
父
の
恣
意
に
よ
っ
て
、
時
間
的
に
い
つ
で
も
否
認
期
間
を
開
始
で
き
る
よ
う
な
結
果
と

な
ろ
う
。 
�
た
だ
し
、
立
法
者
の
調
整
は
、
法
律
上
お
よ
び
社
会
家
庭
的
な
関
係
を
維
持
し
た
い
子
の
利
益
を
無
視
し
、
子
と
の
法
律
関
係
を
解
消
し

た
い
父
の
利
益
を
一
方
的
に
有
利
に
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
法
律
上
の
父
の
陳
述
責
任
の
要
件
が
あ
ま
り
高
く
設
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

連
邦
裁
が
判
示
す
る
よ
う
に
、
否
認
権
者
は
、
別
の
男
性
が
あ
る
い
は
生
物
学
上
の
父
か
も
し
れ
な
い
と
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
も
な

い
と
思
わ
せ
る
事
情
を
申
し
立
て
れ
ば
よ
い
。

　

��
 

し
か
し
、
否
認
手
続
は
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
単
に
知
る
と
い
う
夫
の
権
利
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
に
応
じ
た
も
の
と
い
え
な
い
。

�
父
子
関
係
に
疑
い
が
生
じ
た
と
き
、
法
律
上
の
父
は
、
子
と
の
法
的
な
き
ず
な
を
解
消
し
よ
う
と
決
心
す
る
こ
と
は
多
く
、
通
常
は
、
否
認
手
続
は

法
律
上
の
父
子
関
係
を
終
了
さ
せ
る
と
い
う
目
標
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
で
あ
る
。
�
し
か
し
、
法
律
上
の
父
の
望
み
が
、
実
際
の
血
縁
関
係
を
知
る
だ

け
で
、
同
時
に
法
律
上
の
父
子
関
係
を
放
棄
す
る
意
図
は
な
い
場
合
が
あ
る
。
彼
が
実
の
父
で
は
な
い
と
き
も
、
法
律
上
の
父
で
あ
り
た
い
と
思
う
ほ
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ど
に
、
子
と
の
人
格
的
な
結
び
付
き
を
感
じ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
法
律
上
の
父
が
、
鑑
定
結
果
を
得
て
、
子
と
の
血
縁
関
係
の
疑
い
を
除
去
し
た
い

こ
と
も
あ
る
。
�
も
っ
ぱ
ら
、
ま
た
は
ま
ず
は
法
律
上
の
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
り
た
い
と
い
う
、
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
に
よ
り
保
護
さ
れ

た
そ
う
し
た
要
求
に
、
法
律
上
の
父
子
関
係
の
終
了
に
向
け
た
否
認
手
続
は
相
当
で
な
い
。
こ
の
手
続
は
、
法
律
上
の
父
に
対
し
、
子
と
の
血
縁
関
係

を
知
る
利
益
を
追
求
す
る
と
き
は
、
同
時
に
法
律
上
の
父
子
関
係
の
喪
失
を
迫
る
、
ま
た
は
、
そ
れ
を
意
図
し
な
け
れ
ば
、
血
縁
関
係
を
知
る
の
を
断

念
さ
せ
る
結
果
と
な
る
。
そ
れ
は
、
血
縁
関
係
だ
け
を
知
り
た
い
父
の
利
益
に
合
っ
て
い
な
い
し
、
父
と
の
法
律
上
の
関
係
を
維
持
し
た
い
子
の
利
益

に
も
役
立
た
な
い
。

　

�
ま
た
父
子
関
係
を
否
認
す
る
法
律
上
の
要
件
は
、
子
と
の
血
縁
関
係
を
知
り
た
い
と
い
う
利
益
追
求
に
関
し
て
、
相
当
と
い
え
な
い
。
子
と
の
血

縁
関
係
を
知
り
た
い
と
い
う
目
標
だ
け
が
追
求
さ
れ
る
場
合
、
法
律
上
お
よ
び
社
会
家
庭
的
な
父
と
の
関
係
を
維
持
し
た
い
と
い
う
、
子
と
母
の
保
護

利
益
の
対
立
は
な
く
、
血
縁
関
係
の
解
明
・
確
認
手
続
に
つ
い
て
、
否
認
の
訴
え
と
同
じ
陳
述
責
任
お
よ
び
期
間
の
拘
束
を
認
め
る
の
は
正
当
で
は
な

か
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
法
律
上
の
父
が
子
と
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
疑
問
を
申
し
立
て
れ
ば
、
手
続
開
始
に
十
分
で
あ
る
。

　

�
以
上
の
要
請
は
、
法
律
上
の
子
と
の
血
縁
関
係
の
確
認
の
権
利
だ
け
を
手
続
の
対
象
と
す
る
、
法
律
上
の
父
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
法
律
上
の

父
で
は
な
い
が
、
生
物
学
上
の
父
で
あ
る
と
す
る
男
性
に
つ
い
て
は
、
子
と
の
法
律
関
係
が
な
い
以
上
、
根
拠
な
く
提
起
さ
れ
た
手
続
に
お
い
て
、
個

人
デ
ー
タ
の
開
示
や
親
密
な
関
係
の
暴
露
か
ら
子
お
よ
び
母
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
手
続
要
件
を
も
っ
と
高
く
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
。

（　

）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
海
老
原
明
夫
「
自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
と
嫡
出
否
認
―
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
と
親
子
法
の
改
正
―
」
法
協
一

３８
一
五
巻
三
号
三
四
九
頁
以
下
、
特
に
四
〇
〇
頁
以
下
参
照
。
親
族
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
確
認
訴
訟
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
採
用
し
て
い
な
い
。

連
邦
憲
法
裁
が
推
奨
し
た
、
こ
の
訴
訟
類
型
に
対
す
る
批
判
は
、
海
老
原
・
前
掲
論
文
四
〇
二
頁
参
照
。
ま
たvgl.R

.Frank,A
bstam

m
ung

und
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hrsg.,T
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m
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eutsche
W

iedervereinigung,Zur
Fam

  
         
                         

ilienrechtspolitik
nach

der
W

iederve

                             
       reinigung,1995,

                 

S.    78ff

    .   

（　

）　

こ
う
し
た
動
向
に
つ
い
て
、Zuck,ZR

P
2005,S.117ff.

 
       
                  
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
も
、
本
判
決
を
受
け
て
そ
の
後
に
提
出
さ
れ
た
法
律

３９
案
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
ず
ラ
ン
ト
提
出
の
法
案
と
し
て
は
、
�　

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
州
の
法
案
「
血
縁
関
係
の
検
査
の
際
の
人
格
権

保
護
の
た
め
の
法
律
案
」（B

undesrat
D

rucksache
280/

 
          
              05   
）
が
あ
る
。
そ
の
主
旨
は
、
子
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
の
疑
い
を
秘
密
裏
に
解
明
し
て
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
八
九
（　
　
　

）

六
七



家
庭
と
婚
姻
を
保
護
し
、
関
係
者
の
人
格
権
を
擁
護
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
民
法
一
六
〇
〇
条
四
項
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
の
第
五
項
を
追

加
す
る
旨
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
「
一
項
の
否
認
権
限
を
有
す
る
者
（
婚
姻
ま
た
は
認
知
に
よ
り
父
子
関
係
が
認
め
ら
れ
る
男
性
、
母
、

子
、
お
よ
び
一
定
の
要
件
が
あ
る
場
合
の
生
物
学
的
な
父
）
は
、
同
意
な
く
父
子
関
係
の
裁
判
に
よ
る
否
認
を
準
備
す
る
た
め
、
遺
伝
学
調
査
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
特
に
遺
伝
学
調
査
の
た
め
の
試
料
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
学
問
上
承
認
さ
れ
た
原
則
に
よ
る
検
査
が
、
父
子
関
係

の
解
明
を
期
待
さ
せ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。」

　

�　

ま
た
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
法
案
「
家
庭
の
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
遺
伝
的
検
査
に
関
す
る
法
律
案
」（B

undesratD
rucksache

369/

 
          
              05   
）

は
、
法
律
上
の
父
に
遺
伝
学
検
査
を
実
施
す
る
法
律
上
の
権
限
を
付
与
し
よ
う
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
民
法
一
六
〇
〇
条
ｅ
の
つ
ぎ
に
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
内
容
の
「
一
六
〇
〇
条
ｆ
」
と
い
う
規
定
を
新
た
に
挿
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
一
六
〇
〇
条
一
項
に
い
う
否
認
権
限
を

有
す
る
者
は
、
子
に
対
し
て
、
遺
伝
学
検
査
の
同
意
お
よ
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
試
料
採
取
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
母
は
お
よ
び
子
は
、
検
査

に
そ
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
否
認
権
限
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
れ
協
力
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。

　

�　

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
司
法
大
臣
の
二
〇
〇
六
年
六
月
の
参
事
官
草
案
（
家
事
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
手
続
改
革
法
）
は
新
た
に

血
縁
関
係
事
件
の
手
続
を
規
定
す
る
案
を
提
示
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
非
訟
事
件
手
続
法
一
七
八
条
を
新
設
し
て
、
親
子
関
係
の
存
否
の
確
認
手
続
、

父
子
関
係
の
認
知
の
有
効
無
効
の
確
認
手
続
を
定
め
る
。
同
草
案
は
、
事
件
を
非
訟
事
件
手
続
に
移
管
す
る
こ
と
で
、
否
認
申
立
て
の
理
由
づ
け
が
不

要
に
な
る
と
い
う
考
え
方
に
た
つ
。

　

野
澤
・
前
掲
論
文
（
注
（　

））
三
二
五
頁
以
下
が
、
新
し
い
手
続
の
立
法
の
動
向
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
の
連
邦
政
府

２２

の
法
律
案
「
否
認
手
続
と
独
立
し
た
父
子
関
係
の
解
明
の
た
め
の
法
律
案
」
に
つ
い
て
は
、V

gl.D
okum

entation:R
egE

 
     
    
           
   
 ”  K

l

 
 ä  rung

der
Vater-

          
      

schaft

      “  ,Fam
R

Z
2007,S.1299f.

     
 
                 

（　

）　P.Schlosser,A
nm

.zu
B

G
H

U
.v

               
  
      
 
 
  
    22   .4.1998,JZ

1999,S.44.

                           
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
豊
田
・
職
権
探
知
主
義
（
修
道
三
〇
巻
一
号
八
八
頁
注

４０
（　

））
で
検
討
し
た
。

２８

（　

）　B
althasar,Fam

R
Z

2007,S.448f.

 
             
 
                 

４１
（　

）　

創
設
さ
れ
る
新
手
続
で
獲
得
さ
れ
た
知
識
が
裁
判
上
の
利
用
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
論
者
の
主
張
は
、
連
邦
憲
法
裁
が
、
立
法
者
に
対
し
て
、
容
易

４２

＜

論　
　

説＞

修
道
法
学　

三
〇
巻　

二
号 

二
九
〇
（　
　
　

）

六
八



に
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
法
律
上
の
父
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
が
、
子
の
福
祉
の
重
大
な
侵
害
に
な
る
と
き
は
、
直
ち
に
法
律
上
の
父
子
関

係
の
終
了
に
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
す
る
旨
判
示
し
て
い
る
（C

2,Fam
R

Z
2007,S.447

 
      
 
              
）
点
に
基
づ
い
て
い
る
。

（　

）　

豊
田
・
職
権
探
知
主
義
（
修
道
三
〇
巻
一
号
八
八
頁
注
（　

））
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
法
解
釈
と
し
て
詳
細
説
の
考
え
方
に
賛
成
し
た
。

４３

２８

（　

）　B
althasar,Fam

R
Z

2007,S.450.

 
             
 
                

４４
（　

）　

判
旨
が
引
用
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
五
月
八
日
決
定
（B

verfG
E

 
     
 
 35,

    S.    41   ff.=Fam
R

Z
1973,S.442ff.

       
 
                 
）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の

４５
で
あ
る
。
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
（N

JW
1973,S.1315ff.

 
  
                 
）
は
、
控
訴
期
間
の
徒
過
に
対
す
る
原
状
回
復
の
申
立
て
手
続
（
民
訴
法
二
三
三
条
）
に
関
し
て
、

父
子
関
係
事
件
に
お
い
て
、
代
理
人
の
過
失
に
よ
る
懈
怠
は
過
失
が
な
い
（
し
た
が
っ
て
、
取
り
消
せ
な
い
）
旨
定
め
た
民
訴
法
二
三
二
条
二
項
（
当

時
の
民
訴
法
二
三
二
条
は
、
一
九
七
六
年
一
二
月
三
日
の
司
法
簡
素
化
法
に
よ
っ
て
削
除
。
当
時
の
解
説
は
、vgl.B

.W
ieczorek,Zivilprozeßord-

 
     
   
                         

nung
und

N
ebengesetze,E

rster
B

d.§§

          
              
       
     1–252,2.A

ufl.,1976,§232

           
                
）
を
適
用
す
る
こ
と
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
断
を
求
め

た
。

　

�　

連
邦
憲
法
裁
一
九
七
三
年
五
月
八
日
決
定
の
多
数
意
見
は
、
父
子
関
係
事
件
の
手
続
で
も
、
当
事
者
は
弁
護
士
の
瑕
疵
あ
る
態
度
に
つ
き
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
��

 

上
訴
期
間
の
徒
過
し
た
後
、
身
分
事
件
で
は
勝
訴
当
事
者
の
利
益
は
保
護
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
し
、

ま
た
民
法
は
子
お
よ
び
家
庭
の
平
和
の
た
め
、
す
べ
て
の
事
件
に
お
い
て
血
縁
関
係
を
正
し
く
解
明
す
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
��
 

父
子
関
係
事
件
は
、
財
産
権
上
の
争
訟
以
上
に
、
関
係
者
の
個
人
的
範
囲
に
及
ぼ
す
影
響
は
強
く
、
控
訴
期
間
の
懈
怠
は
当
事
者
に
と
っ
て
重
大
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
を
考
慮
す
る
に
し
て
も
、
弁
護
士
の
過
失
の
帰
責
性
を
認
容
で
き
な
い
、
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
立
法
者
は
、
民
訴
法
六
四
〇
条
以

下
に
お
い
て
、
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
身
分
訴
訟
に
つ
い
て
規
定
し
、
個
別
的
事
案
に
お
い
て
は
判
決
の
正
当
性
の
保
障
を
高
め
て
い
る
。
ま
た
非

嫡
出
子
法
に
関
す
る
新
法
は
、
民
訴
法
六
四
一
条
ｉ
に
よ
り
、
再
審
手
続
（
民
訴
法
五
八
〇
条
）
を
拡
張
し
て
、
実
体
的
正
義
の
要
請
に
応
え
て
い
る
。

��
 

立
法
者
が
こ
の
帰
責
性
の
問
題
で
、
法
的
安
定
性
に
導
か
れ
て
い
る
の
は
、
法
治
国
家
原
理
と
合
致
し
て
い
る
。
��
 

以
上
か
ら
、
多
数
意
見
は
、
父

子
関
係
事
件
で
も
法
治
国
家
原
理
の
要
請
に
応
じ
て
い
る
民
訴
法
二
三
二
条
二
項
は
、
基
本
法
二
条
一
項
に
い
う
憲
法
秩
序
に
属
す
る
、
と
判
示
す
る
。

　

�　

こ
れ
に
対
し
、
シ
ャ
ラ
ブ
レ
ン
ド
ル
フ
裁
判
官
の
少
数
意
見
は
、
民
訴
法
二
三
二
条
二
項
は
、
父
子
関
係
事
件
に
関
す
る
限
り
は
、
基
本
法
に

合
致
し
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
多
数
意
見
は
、
敗
訴
当
事
者
に
、
当
該
弁
護
士
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
お
よ
び
再
審
請
求
（
民
訴
法

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
二
）（
豊
田
） 

二
九
一
（　
　
　

）

六
九



六
四
一
条
ｉ
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
も
最
初
か
ら
勝
訴
の
見
込
み
の
少
な
い
訴
訟
で
あ
る
。
民
訴
法
六
四
一
条
ｉ
の
原
状
回
復
の
訴

え
に
つ
い
て
は
、
敗
訴
当
事
者
は
新
鑑
定
の
取
得
が
難
し
く
、
敗
訴
当
事
者
は
新
た
な
血
液
型
鑑
定
へ
の
協
力
を
勝
訴
当
事
者
に
強
制
で
き
な
い
。
ま

た
通
説
は
、
民
訴
法
三
七
一
条
ｉ
は
再
審
手
続
の
再
審
事
由
の
審
査
段
階
に
適
用
さ
れ
な
い
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

�　

当
時
の
学
説
に
お
い
て
は
、
多
数
意
見
を
支
持
す
る
見
解
（W
ieczorek,ZPO

,§232,A
I

 
             
         
 
）
と
、
少
数
意
見
を
支
持
し
て
、
立
法
的
な
解
決

を
求
め
る
見
解
（F.W

.B
osch,A

nm
.zu

B
VerfG

,B
.v.8

    
   
       
  
      
 
    
   
      .5.1973,Fam

R
Z

1973,S.449

              
 
              
）
が
み
ら
れ
た
。

（　

）　

豊
田
・
再
審
の
訴
え
修
道
二
四
巻
一
号
四
二
頁
以
下
。
最
近
の
文
献
で
は
、vgl.Zöller/Philippi,ZPO

,§641i,II

 
                        
           I

6,S.1658;Zim
m

erm
ann,

                 
 
   
     

４６ZPO
,7.A

ufl.,2006,
§641i,R

n.3,

   
      
                     
      S.1108;M

usielak/H
.B

orth,ZPO
,§64

          
         
   
         
     1i,II1,R

n.4,S.1714.

          
               

（　

）　

本
文
引
用
の
連
邦
裁
二
〇
〇
三
年
九
月
一
八
日
判
決
も
、
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
（
鑑
定
強
制
）
の
準
用
を
否
定
し
て
い
る
が
、
学
説
で
は
積
極
説
と

４７
消
極
説
が
対
立
し
て
い
る
。
最
近
の
文
献
で
は
、
た
と
え
ば
、
ム
ズ
ィ
ー
ラ
ク
の
最
新
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
は
、
連
邦
裁
二
〇
〇
三
年
判
決
を
引
用
し

て
、
消
極
説
を
述
べ
て
い
る
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同
法
一
条
は
、
競
争
を
目
的
と
す
る
取
引
行
為
に
お
い
て
良
俗
に
反
す
る
行
為
を
す
る
者
は
、
差
し
止
め
お
よ
び
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け
る
旨
規

５１
定
し
て
い
る
。
な
お
、
オ
ー
リ
ー
（A
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に
よ
る
と
、
問
題
に
な
っ
た
一
条
は
、
現
行
法
で
は
三
条
、
四
条
一
一
号
に
相
応

す
る
と
す
る
。
そ
の
三
条
は
、
競
争
者
、
消
費
者
、
お
よ
び
そ
の
他
の
市
場
参
加
者
の
不
利
益
と
な
る
、
競
争
を
著
し
く
侵
害
す
る
不
正
な
競
争
行
為

は
許
さ
れ
な
い
と
定
め
る
。
ま
た
四
条
は
三
条
に
い
う
不
正
行
為
を
す
る
者
を
一
号
か
ら
一
一
号
ま
で
具
体
的
に
列
挙
し
て
定
め
る
が
、
そ
の
一
一
号

は
、
市
場
参
加
者
の
利
益
と
な
る
、
市
場
関
係
を
規
制
す
る
法
律
規
定
に
違
反
し
た
者
と
定
め
る
。
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は
、
違
法
な
鑑
定
は
証
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評
価
禁
止
原
則
に
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反
し
て
お
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、
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化
責
任
の
手
段
と
し
て
も
許
さ
れ
な
い
と
指
摘
し
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
地
裁
判
決
を
反
対
説
と
し
て
引
用
す
る
。
な
お
、
そ
の
際
に
前
掲
リ
ッ
ト
ゥ
ナ
ー
・

リ
ッ
ト
ゥ
ナ
ー
説
を
反
対
説
に
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
本
判
決
を
支
持
す
る
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