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五
　
父
子
関
係
否
認
訴
訟
に
お
け
る
再
訴
の
可
能
性

　
１
　
再
度
の
否
認
の
訴
え

　
２
　
父
子
関
係
の
否
認
期
間
の
新
た
な
開
始

　
３
　
小
括
（
以
上
、
本
号
）

六
　
お
わ
り
に
―
日
本
法
へ
の
示
唆

五
　
父
子
関
係
否
認
訴
訟
に
お
け
る
再
訴
の
可
能
性

１
　
再
度
の
否
認
の
訴
え

　
⑴
　
第
一
事
件
は
、
同
じ
原
告
に
よ
る
同
じ
被
告
に
対
す
る
再
訴
の
事
案
で
あ
る
。
本
件
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
は
、
判
旨
⑴
部
分
で
、
原

審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
が
本
件
訴
え
を
適
法
と
し
た
判
断
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
る
（
三
〇
巻
一
号
九
一
頁
参
照
）。

　
⒜
　
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
は
、
本
件
訴
え
は
、
当
事
者
間
の
本
案
判
決
の
既
判
力
に
妨
げ
ら
れ
な
い
と
す
る
区
裁
の
法
見
解
に
く
み
す
る
、

と
す
る
。
同
高
裁
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
先
の
否
認
手
続
で
下
さ
れ
た
判
決
の
既
判
力
効
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
礎
に
お
か
れ
た
生
活
上
の

事
実
関
係
（Lebenssachverhalt

                 
）
に
照
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
子
関
係
否
認
の
訴
え
が
、
原
告
は
十
分
な
否
認
の
疑
い
を
申
し

立
て
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
請
求
棄
却
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
血
縁
関
係
に
つ
い
て
裁
判
は
さ
れ
て
な
く
、
再
度
の
否
認
の
訴
え
は
、
前
訴

の
最
終
口
頭
弁
論
終
結
後
に
生
じ
た
新
し
い
事
情
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
高
裁
に
よ
る
と
、
本
件
は
そ
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
上
述
し

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

を
基
礎
づ
け
る
の
に
適
さ
な
い
と
い
う
判
断
に
の
み
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
裁
判
外
で
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
父
子
関
係
証
拠
に
よ
る
と
、
Ｘ
は
父

子
関
係
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
別
の
生
活
上
の
事
実
関
係
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
（Fam

R
Z
2004,S.481
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⒝
　
先
に
連
邦
裁
九
八
年
判
決
は
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
（
民
法
旧
々
一
五
九
三
条
）
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
詳
細
説
を
批
判
す
る
上
告
の
主

張
、
す
な
わ
ち
、
夫
が
一
定
の
疑
い
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
疑
い
が
十
分
で
あ
る
か
否
か
分
か
ら
な
い
と
き
に
、
困
難
な
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な

状
況
に
お
ち
い
る
、
否
認
の
訴
え
提
起
を
待
て
ば
、
否
認
期
間
を
徒
過
す
る
危
険
が
あ
る
し
、
否
認
の
訴
え
を
提
起
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
鑑
定

を
実
施
す
る
た
め
の
疑
い
の
要
素
が
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
と
き
、
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
な
く
、
終
局
的
に
否
認

権
を
喪
失
す
る
こ
と
を
危
惧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
主
張
を
退
け
る
に
際
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
す
る
（F

am
R
Z
1998,

S.

   
 
 
          

956f.=N
JW
1998,S.2977

       
  
              
）。

　
準ⅰ
 

右
上
告
は
、
裁
判
所
が
そ
の
裁
判
を
意
識
的
に
特
定
の
観
点
に
の
み
依
拠
さ
せ
て
、
別
の
法
律
上
の
観
点
を
意
識
的
に
無
視
し
て
、
審
査

を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
理
由
中
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
き
は
、
請
求
棄
却
判
決
の
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
は
制
限
さ
れ
る
、
と
い
う
点
を

看
過
し
て
い
る
。
準ⅱ
 

嫡
出
否
認
の
訴
え
が
、
原
告
は
父
子
関
係
に
つ
い
て
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
い
か
な
る
事
情
も
申
し
立
て
て
い
な
い
、
し

た
が
っ
て
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
否
認
権
は
行
使
で
き
な
い
と
の
理
由
に
よ
っ
て
、
請
求
棄
却
と
な
っ
た
場
合
、
血
縁
関
係
自

体
に
つ
い
て
は
既
判
力
を
も
っ
て
裁
判
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
準ⅲ
 

し
た
が
っ
て
、
前
訴
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
生
じ
た
新
た
な
事
情
に
基
づ
く

夫
の
再
度
の
嫡
出
否
認
の
訴
え
は
、
そ
の
よ
う
に
理
由
づ
け
ら
れ
た
判
決
の
既
判
力
に
妨
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
、
と
。

　
⑵
　
第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
は
、
前
掲
判
示
の
際
に
、
連
邦
裁
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
（Fam

R
Z
2003,S.155f.

   
 
                
）
も

引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
告
Ｘ
と
被
告
Ｙ
の
母
Ａ
が
婚
姻
を
締
結
し
て
Ｙ
が
誕
生
し
た
が
、
そ
の
後
に
Ｘ
と
Ａ
は
離
婚
、
Ｘ
は
、
懐
胎
期

間
中
に
Ａ
は
他
男
Ｂ
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
（
民
法
旧
一
六
〇
〇
条
ｄ
）
を
提
起
し
た
と

い
う
事
案
で
あ
る
。
第
一
審
は
、
証
人
尋
問
の
実
施
後
、
Ｘ
は
、
客
観
的
に
み
て
父
子
関
係
の
疑
い
を
生
ず
る
に
足
り
る
事
情
を
証
明
で
き
て

い
な
い
と
の
理
由
で
、
そ
れ
以
上
に
鑑
定
を
実
施
す
る
こ
と
な
く
請
求
を
棄
却
し
、
Ｘ
の
控
訴
も
棄
却
さ
れ
た
（
判
決
確
定
）。
こ
れ
に
対
し
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

八
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）
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Ｘ
は
、
再
度
、
懐
胎
期
間
中
の
Ａ
と
他
男
Ｂ
と
の
親
密
な
関
係
を
主
張
し
、
Ｙ
に
対
し
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
の
が
、

右
事
件
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
前
訴
判
決
後
に
Ｂ
の
死
亡
を
知
り
、
亡
Ｂ
の
夫
人
に
連
絡
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
同
夫
人
か
ら
は
、
Ａ
が
し
ば
し
ば
電

話
を
し
て
き
て
、
Ｂ
に
愛
を
告
白
し
て
い
た
、
そ
れ
が
原
因
で
Ｂ
夫
婦
は
よ
く
つ
か
み
合
い
の
喧
嘩
を
し
た
こ
と
が
あ
る
旨
を
聞
い
た
、
と
主

張
し
て
い
る
。
第
一
審
は
、
訴
え
は
前
訴
判
決
の
既
判
力
に
抵
触
す
る
と
し
て
却
下
、
Ｘ
の
控
訴
も
棄
却
さ
れ
た
。
Ｘ
の
上
告
に
対
し
、
連
邦

裁
は
、
事
件
の
解
決
と
し
て
は
、
Ａ
が
前
訴
に
関
与
（
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
ｅ
第
一
項
）
し
て
い
な
い
点
で
、
絶
対
的
上
告
理
由
（
民
訴
法
旧

五
五
一
条
五
号
・
新
五
四
七
条
四
号
）
に
あ
た
る
手
続
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。

　
⒜
　
た
だ
し
、
連
邦
裁
〇
二
年
判
決
は
、
そ
れ
に
続
い
て
─
傍
論
と
思
わ
れ
る
が
―
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
判
示
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
準ⅰ
 

当
部
の
判
例
に
よ
る
と
、
夫
の
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
（
民
法
旧
一
六
〇
〇
条
ｄ
、
民
法
旧
々
一
五
九
三
条
の
嫡
出
否
認
の
訴
え
、
〇
九
年

改
正
後
は
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
一
六
九
条
四
号
の
父
子
関
係
の
否
認
を
求
め
る
手
続
─
筆
者
）
の
た
め
に
は
、
自
分
は
被
告
た
る
子
の

父
で
は
な
く
、
鑑
定
を
行
え
ば
父
子
関
係
を
否
認
で
き
る
と
の
申
立
て
で
は
十
分
と
い
え
ず
、
原
告
は
む
し
ろ
、
客
観
的
に
み
て
子
の
嫡
出
性

に
疑
い
を
生
じ
さ
せ
、
他
男
と
の
血
縁
関
係
の
可
能
性
が
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
わ
せ
る
事
情
を
申
し
立
て
、
必
要
な
場
合

に
は
そ
れ
を
証
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
訴
の
控
訴
判
決
は
、
こ
の
判
例
（
九
八
年
四
月
二
二
日
判
決
）
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｘ
は
、
す
で
に
前
訴
で
、
別
れ
た
妻
Ａ
は
懐
胎
期
間
中
に
Ｂ
と
関
係
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て
お
り
、
そ
の
疑
い
を
正
当
化
し
う
る
事
実
を
証
明

す
る
の
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
準ⅱ
 

連
邦
裁
〇
二
年
判
決
は
、
前
掲
九
八
年
判
決
の
判
旨
準ⅰ
 

か
ら
準ⅲ
 

部
分
を
引
用
し
て
、
上
告
は
、
前
訴
に
お
け

る
身
分
上
の
訴
え
が
上
述
し
た
理
由
で
棄
却
さ
れ
た
原
告
が
、
す
で
に
前
訴
で
申
し
立
て
た
事
実
関
係
だ
け
を
新
し
い
事
情
に
よ
っ
て
補
充
し

た
と
き
は
、
そ
の
身
分
上
の
訴
え
を
直
ち
に
再
度
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
導
い
て
い
る
の
は
、
不
当
で
あ
る
と
判
示
す
る
。
仮
に
そ
れ
に

従
っ
た
と
き
は
、
前
訴
で
な
さ
れ
た
判
決
は
、
事
実
上
、
既
判
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
裁
判
所
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の
裁
判
に
は
、
既
判
力
が
生
ず
る
。
連
邦
裁
の
常
時
の
判
例
に
よ
る
と
、
訴
訟
物
（
訴
訟
上
の
請
求
）
は
、
原
告
の
請
求
す
る
法
律
効
果
が
具

体
化
さ
れ
た
訴
え
の
申
立
て
と
、
要
求
さ
れ
た
法
律
効
果
が
導
か
れ
た
生
活
上
の
事
実
関
係
（
請
求
原
因
）
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
前
訴
の
訴
訟
物
は
、
被
告
Ｙ
の
子
と
し
て
の
地
位
を
形
成
判
決
に
よ
っ
て
変
更
す
る
と
の
Ｘ
の
申
立
て
、
お
よ
び
、
被
告
Ｙ
の
母
Ａ

は
懐
胎
期
間
中
に
Ｂ
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
生
活
上
の
事
実
関
係
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
準ⅲ
 

し
か
し
前
訴
に
お
い
て
は
、
こ
の
訴
訟

物
に
つ
い
て
無
制
限
に
裁
判
が
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
前
訴
は
、
Ｙ
の
血
縁
関
係
─
身
分
関
係
―
に
つ
い
て
、
肯
定
的
ま
た
は
否
定
的
に

裁
判
を
し
た
も
の
で
は
な
く
、
Ｘ
の
申
し
立
て
た
生
活
上
の
事
実
関
係
は
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
否
認
権
を
訴
訟
上
行
使
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
み
裁
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
準ⅳ
 

九
八
年
判
決
の
判
示
す
る
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
も
、

そ
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
た
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
裁
判
に
応
じ
て
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
は
「
判
断
さ
れ
た
」
生
活
上

の
事
実
関
係
に
よ
る
と
、
あ
る
い
は
存
す
る
否
認
権
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
判
断
に
、
既
判
力
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
準ⅴ
 

そ
こ
で
、
同
一
原

告
Ｘ
に
よ
る
第
二
の
否
認
の
訴
え
は
、「
最
初
の
疑
い
」
の
陳
述
が
、
前
訴
の
最
終
口
頭
弁
論
終
結
後
に
生
じ
た
、
新
し
い
独
立
し
た
生
活
上

の
事
実
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
に
の
み
、
適
法
な
も
の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
前
訴
の
生
活
上
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
陳
述
が
、
単
に

変
更
、
補
充
、
修
正
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
き
は
、
新
し
い
独
立
の
生
活
事
実
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
高
裁
が

正
し
く
判
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
Ｘ
が
前
訴
で
提
出
し
た
、
Ａ
は
懐
胎
期
間
中
に
Ｂ
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
主
張
す
る
た
め

に
、
単
に
新
し
い
証
人
を
申
し
出
て
い
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
Ｘ
が
、
そ
の
証
人
に
よ
っ
て
、
す
で
に
前
訴
で
提
出
し
た
主
張
の

正
当
性
を
証
明
す
る
た
め
の
間
接
事
実
に
あ
た
る
、
前
訴
で
は
申
し
立
て
て
い
な
い
事
実
を
証
明
し
た
い
と
い
う
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。

　
⑶
　
九
八
年
判
決
は
、
父
子
関
係
否
認
の
訴
え
提
起
に
つ
き
原
告
に
「
根
拠
の
あ
る
最
初
の
疑
い
」
を
要
求
す
る
旨
明
言
し
た
判
例
（
い
わ

ゆ
る
詳
細
説
）
で
あ 

原
告
か
ら
鑑
定
が
提
出
さ
れ
て
い
た
事
案
で
は
な
い
。
ま
た
〇
二
年
判
決
も
、
妻
と
他
男
と
の
親
密
な
関
係
に
つ
い

（
　
）
１３３り
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

八
七
（
　
　
　
）

八
七



て
の
証
言
を
期
待
す
る
証
人
申
請
は
原
告
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
に
鑑
定
の
提
出
は
さ
れ
て
い
な
い
事
案
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
本

件
〇
五
年
判
決
の
事
案
と
は
異
な
る
。
準ⅰ
 

こ
れ
ら
九
八
年
判
決
お
よ
び
〇
二
年
判
決
に
よ
る
と
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
提
起
に
原
告
に
求
め
ら
れ

る
「
根
拠
の
あ
る
最
初
の
疑
い
」
を
提
出
せ
ず
に
請
求
を
棄
却
し
た
確
定
判
決
は
、
本
案
で
あ
る
血
縁
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
ま
で
判
断
し
た

も
の
で
は
な
く
、
前
訴
確
定
判
決
の
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
は
、
そ
の
限
り
で
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
訴
事
実
審
の
口
頭

弁
論
終
結
後
に
生
じ
た
新
た
な
事
実
を
「
最
初
の
疑
い
」
と
し
て
再
度
提
起
さ
れ
た
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
は
、
前
訴
確
定
判
決
の
既
判
力

に
妨
げ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
結
論
に
な
ろ
う
。

　
準ⅱ
 

連
邦
裁
九
八
年
判
決
は
、
既
判
力
の
制
限
に
関
す
る
判
示
部
分
⒝
準ⅰ
 

で
、
ツ
ェ
ラ
ー
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
（
フ
ォ
ル
コ
マ
ー
）
を
引
用
し
て

い
る
。
こ
の
学 

、
①
原
告
主
張
の
法
律
効
果
を
認
め
な
か
っ
た
請
求
棄
却
判
決
の
既
判
力
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
な
拘
束
力
を
肯
定
す
る

説
と
、
前
訴
判
決
が
扱
わ
な
か
っ
た
法
的
観
点
に
つ
い
て
は
第
二
訴
訟
を
認
め
る
説
が
対
立
し
て
い
る
が
、
裁
判
所
は
、
考
え
得
る
あ
ら
ゆ
る

法
的
観
点
か
ら
、
包
括
的
に
法
的
紛
争
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
前
説
に
賛
成
す
る
と
解
す
る
。
②

し
か
し
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
裁
判
所
が
一
つ
ま
た
は
複
数
の
法
的
観
点
を
意
識
的
に
審
査
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
請
求
棄
却
判
決
に
お
い
て

明
示
的
に
判
示
し
て
い
る
例
外
的
な
場
合
に
は
、
既
判
力
は
限
定
さ
れ
る
と
す
る
。
原
告
が
、
訴
訟
物
た
る
法
律
効
果
を
特
定
の
法
的
観
点
に

基
づ
い
て
の
み
審
査
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
特
定
の
観
点
に
よ
っ
て
は
審
査
し
な
い
よ
う
に
求
め
て
い
る
場
合
や
、
裁
判
所

が
（
訴
訟
物
論
で
実
体
法
説
に
従
っ
て
）、
あ
る
法
的
観
点
を
意
識
的
に
審
査
し
て
い
な
い
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
③
そ
こ
で
、
請
求
棄
却
判

決
の
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
を
定
め
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
は
い
か
な
る
実
体
法
上
の
観
点
を
例
外
的
に
意
識
的
に
し
ん
酌
し
な
か
っ
た
か
を

問
う
べ
き
で
あ
り
、
判
決
理
由
か
ら
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
き
は
、
訴
訟
物
全
体
に
つ
い
て
既
判
力
は
生
ず
る
と
解
し
て
い
る
。

　
準ⅲ
 

連
邦
裁
九
八
年
判
決
は
、
同
時
に
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ヨ
ー
ナ
ス
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
）
も
引
用
す
る
。
こ
の
学
説
は
、
父

（
　
）
１３４説
は

＜
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子
関
係
事
件
に
お
い
て
、
当
事
者
の
生
存
中
に
確
定
し
た
判
決
の
対
世
効
を
定
め
た
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
ｈ
（
〇
八
年
の
家
庭
非
訟
事
件
手
続

改
革
法
に
よ
り
削
除
、
同
法
四
五
条
、
血
縁
関
係
事
件
に
つ
き
同
法
一
八
四
条
一
項
が
決
定
に
つ
い
て
同
様
の
規
定
を
お
く
）
を
解
説
す
る
際

に
、
①
否
認
の
訴
え
の
確
定
判
決
の
既
判
力
に
関
し
て
、
主
観
的
な
（subjektive

          
）
否
認
権
の
み
を
否
定
し
た
判
決
と
、
血
縁
関
係
な
い
し
嫡

出
性
を
認
め
な
か
っ
た
判
決
を
区
別
し
て
議
論
す
る
。（
本
件
の
よ
う
に
父
で
は
な
く
）
子
の
否
認
の
訴
え
が
、
民
法
旧
々
一
五
九
六
条
一
項

二
号
な
い
し
五
号
（
嫡
出
子
の
父
子
関
係
の
否
認
権
）
ま
た
は
一
六
〇
〇
条
ｉ
（
否
認
期
間
）
の
要
件
な
し
と
し
て
、
請
求
棄
却
と
な
っ
た
場

合
、
子
は
最
終
口
頭
弁
論
終
結
時
に
否
認
権
を
持
た
な
い
と
い
う
事
情
の
み
が
既
判
力
を
も
っ
て
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
子
の
嫡
出
性
に
つ

い
て
既
判
力
を
も
っ
て
認
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
嫡
出
性
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
請
求
棄
却
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
り
、
権
利
濫
用
に
よ
る
請
求
棄
却
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
要
件
は
前
訴
時
に
存
在
し
た
が
、
裁
判
所
が
審
査
し
な
か
っ
た

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
子
は
再
訴
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
否
認
の
訴
え
の
訴
訟
物
は
、
原
告
の
主
観
的
な
否
認
権
と
子
の
嫡
出
性
な
い
し
非

嫡
出
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
段
階
的
構
造
の
考
え
方
か
ら
導
か
れ
る
。
②
こ
れ
に
対
し
、
判
決
が
血
縁
関
係
自
体
に
つ
い
て
判
示
し
て
い
る

場
合
に
は
、
嫡
出
性
の
不
存
在
や
認
知
者
の
父
子
関
係
の
不
存
在
（
積
極
的
ケ
ー
ス
）、
ま
た
は
嫡
出
性
な
い
し
父
子
関
係
の
認
知
を
否
認
で

き
な
い
こ
と
（
消
極
的
ケ
ー
ス
）
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
的
な
否
認
要
件
は
あ
る
が
、
子
の
非
嫡
出
性
の
証
明
な
し
と
し

て
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
が
請
求
棄
却
と
な
っ
た
と
き
は
、
他
の
否
認
権
者
も
再
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
従
前
の
原
告
に
よ
る

再
訴
と
同
様
に
、
そ
の
後
に
、
前
訴
と
異
な
っ
た
判
断
を
も
た
ら
し
得
る
新
し
い
自
然
科
学
の
確
認
方
法
が
発
展
し
た
と
い
う
理
由
づ
け
に
よ
っ

て
も
、
そ
れ
は
で
き
な
い
、
と
す 

　
請
求
棄
却
判
決
後
の
再
訴
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
連
邦
裁
九
八
年
判
決
や
ツ
ェ
ラ
ー
（
フ
ォ
ル
コ
マ
ー
）
説
が
い
う
前
訴
判
決
の
審
判
対

象
の
限
定
と
は
異
な
り
、
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ヨ
ー
ナ
ス
（
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
）
説
は
、
否
認
訴
訟
の
段
階
的
な
訴
訟
物
論
の
考
え
方
を
あ
げ
て
い
る

（
　
）
１３５る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

八
九
（
　
　
　
）

八
九



点
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
判
例
に
お
い
て
は
、
否
認
権
限
を
有
す
る
当
事
者
毎
に
訴
訟
物
を
異
別
に
解
す
る
見 

実
際
的
な
考
慮
に
よ

り
既
判
力
効
の
拡
張
・
限
定
を
考
え
る
見 

み
ら
れ
る
。

　
準ⅳ
 

連
邦
裁
〇
二
年
判
決
も
連
邦
裁
九
八
年
判
決
に
追
従
し
て
い
る
が
、
〇
二
年
判
決
は
、
訴
訟
物
論
に
つ
い
て
連
邦
裁
判
例
が
採
用
し
て
い

る
二
分
肢
説
を
明
言
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
〇
二
年
判
決
は
、「
訴
え
の
申
立
て
」、
お
よ
び
、
法
律
効
果
を

導
い
た
「
生
活
上
の
事
実
関
係
」（
請
求
原
因
）
に
よ
り
訴
訟
物
は
特
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
い 

連
邦
裁
第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高

裁
お
よ
び
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
は
特
に
訴
訟
物
論
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
や
は
り
（
暗
黙
裡
に
、
当
然
な
が
ら
）
同
様
の
見
解
を

採
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
法
の
訴
訟
物
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
余
裕
は
な
く
、
判
例

の
採
る
二
分
肢
説
に
つ
い
て
は
先
学
の
研
究
を
参
照
さ
せ
て
頂 

本
件
で
い
え
ば
、
前
訴
の
生
活
事
実
で
あ
る
、
原
告
Ｘ
の
生
殖
能
力
の
脆

弱
と
い
う
〇
一
年
当
時
の
事
実
は
、
前
訴
の
口
頭
弁
論
終
結
後
の
新
事
実
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
外
で
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ
る
と
Ｘ
は

親
子
関
係
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
事
実
は
、「
自
然
に
観
察
し 

そ
れ
ぞ
れ
別
の
生
活
上
の
事
実
関
係
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
分
肢
説
に
よ
れ
ば
、
本
訴
の
訴
訟
物
は
前
訴
の
そ
れ
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
前
訴
確
定
判
決
の
既
判
力
に

よ
っ
て
本
訴
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
本
件
連
邦
裁
〇
五
年
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
た
つ
も
の
と
解
さ
れ
る
。
連
邦
裁
判
例
の
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
、
最
近
の
学
説
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い 

　
準ⅴ
 

連
邦
裁
〇
二
年
判
決
は
連
邦
裁
九
四
年
一
一
月
一
一
日
判
決
（N

JW
1995,S.967f.

 
  
               
）
を
引
用
し
て
い
る
。
簡
略
な
記
述
か
ら
は
正
確
な

事
実
関
係
が
筆
者
に
は
分
か
り
に
く
い
が
、
前
訴
は
受
遺
者
か
ら
被
相
続
人
と
の
相
続
契
約
に
よ
り
単
独
相
続
人
と
な
っ
た
本
訴
原
告
に
対
し
、

遺
贈
に
基
づ
く
土
地
の
譲
渡
請
求
訴
訟
で
請
求
を
認
容
す
る
判
決
確
定
、
そ
の
後
に
、
前
訴
被
告
が
、
被
相
続
人
の
生
前
中
に
土
地
の
譲
渡
は

行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
、
受
遺
者
（
前
訴
原
告
）
に
対
し
土
地
の
返
還
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
と
い
う
事
案
の
よ
う
で
あ
る
。
前
訴
に
お
い
て

（
　
）
１３６解
、

（
　
）
１３７解
も

（
　
）
１３８る
。

（
　
）
１３９く
。

（
　
）
１４０て
」

（
　
）
１４１る
。

＜

論
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法
学
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被
相
続
人
か
ら
の
土
地
の
譲
渡
は
、
当
事
者
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
審
は
訴
え
却
下
、
控
訴
審
は
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
、
請
求

認
容
判
決
。
連
邦
裁
は
、
控
訴
判
決
を
取
り
消
し
、
第
一
審
判
決
を
維
持
し
た
。

　
連
邦
裁
九
四
年
判
決
に
よ
る
と
、
①
判
決
は
、
訴
え
ま
た
は
反
訴
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
請
求
権
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
限
り
、
既
判
力
を
有

し
（
民
訴
法
三
二
二
条
一
項
）、
判
決
の
要
素
、
条
件
付
権
利
ま
た
は
反
対
の
権
利
は
既
判
力
に
含
ま
れ
な
い
。
既
判
力
は
、
判
決
の
直
接
の

対
象
物
、
訴
え
ま
た
は
反
訴
に
よ
り
、
口
頭
弁
論
の
終
結
時
に
裁
判
の
対
象
に
な
っ
た
法
律
効
果
に
限
ら
れ
る
。
既
判
力
の
対
象
は
、
申
し
立

て
ら
れ
た
事
実
群
に
基
づ
き
、
主
張
さ
れ
た
法
律
効
果
の
存
否
に
限
ら
れ
る
。
②
本
件
で
は
、
二
つ
の
手
続
に
お
い
て
、
問
題
の
土
地
に
つ
き
、

当
事
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
法
律
効
果
と
し
て
譲
渡
が
申
し
立
て
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
申
立
て
に
つ
い
て
は
、「
矛
盾
し
た
正
反
対
の
物
」

と
い
う
意
味
で
の
訴
訟
物
の
同
一
性
が
存
す
る
。
ま
た
前
訴
被
告
が
争
い
を
反
対
方
向
に
し
て
係
属
さ
せ
、
前
訴
で
判
示
さ
れ
た
法
律
効
果
の

「
矛
盾
し
た
正
反
対
の
物
」
を
要
求
し
て
い
る
と
き
も
、
訴
訟
物
の
同
一
性
が
あ
る
。
既
判
力
あ
る
法
律
効
果
の
認
定
は
、
同
時
に
、「
矛
盾
し

た
正
反
対
の
物
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
認
定
も
含
む
か
ら
で
あ
る
。
原
告
に
、
所
有
権
の
よ
う
な
一
方
当
事
者
に
し
か
属
し
な
い
権
利
が
認

め
ら
れ
た
と
き
は
、
同
時
に
、
被
告
は
権
利
の
所
有
者
で
は
な
い
こ
と
が
認
定
さ
れ
る
。
所
有
権
の
譲
渡
を
求
め
る
請
求
権
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。

　
し
か
し
連
邦
裁
は
、
③
本
訴
手
続
は
、
現
在
要
求
さ
れ
た
法
律
効
果
が
導
か
れ
る
、
別
個
の
、
独
立
し
た
、
前
訴
で
申
し
立
て
ら
れ
て
い
な

い
生
活
上
の
事
実
関
係
に
は
依
拠
し
て
な
く
、
原
審
は
こ
の
点
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
す
る
。
判
決
中
の
事
実
認
定
は
既
判
力
を
生
じ
な
い
が
、

提
起
さ
れ
た
請
求
権
に
つ
い
て
の
裁
判
の
既
判
力
が
、
確
定
判
決
は
不
当
な
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
い
る
と
の
申
立
て
に
よ
っ
て
空
洞
化
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
法
律
効
果
の
棄
却
を
導
い
た
、
前
訴
で
申
し
立
て
ら
れ
た
事
実
の
失
権
だ
け
で
な
く
、
前
訴
で
申
し
立
て
ら
れ

な
か
っ
た
事
実
も
、
そ
れ
が
前
訴
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
生
じ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
既
判
力
に
服
す
る
。
そ
の
限
り
で
基
準
と
な
る
の
は
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

九
一
（
　
　
　
）

九
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取
引
観
念
に
従
っ
て
自
然
に
観
察
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
は
一
体
と
み
ら
れ
る
、
訴
え
の
申
立
て
の
基
礎
に
お
か
れ
た
事
実
上
の
事
象
全
体
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
当
事
者
の
観
点
に
た
っ
て
自
然
に
考
察
し
た
場
合
に
、
事
実
申
立
て
に
よ
り
裁
判
の
対
象
に
な
っ
た
事
実
群
に
含
ま
れ
る
事
実

は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
連
邦
裁
は
、
本
件
は
ま
さ
に
こ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
う
。
④
財
産
が
譲
渡
さ
れ
た
と
き
、
法
律
行
為
の
有
効
性

に
か
か
わ
る
事
象
全
体
が
、
申
立
て
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
の
対
象
に
な
る
生
活
上
の
事
実
関
係
に
含
ま
れ
る
。
当
事
者
が
判
決
の
確

定
後
に
、
知
っ
て
い
た
別
の
譲
渡
を
申
し
立
て
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
再
び
そ
れ
を
主
張
し
た
場
合
、
既
判
力
の
目
的
と
合
わ
な
い
。
本
件

で
は
、
被
相
続
人
と
原
告
の
間
の
譲
渡
は
す
べ
て
関
連
し
て
お
り
、
そ
の
詳
細
や
譲
渡
の
動
機
は
、
両
手
続
の
当
事
者
の
申
立
て
か
ら
は
正
確

に
う
か
が
え
な
い
が
、
両
者
の
個
人
的
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
体
的
な
生
活
事
実
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
を
既
判
力
に
よ
る
事
実
の
失
権
に
関
す
る
一
般
的
原
則
で
み
る
と
、
譲
渡
の
合
意
は
、
前
訴
の
訴
訟
資
料
と
関
連
し
、
遺
贈
請
求
権
に
つ

い
て
の
事
実
認
定
と
は
矛
盾
し
た
、
従
前
す
で
に
存
在
し
た
事
実
と
し
て
、
原
則
と
し
て
、
先
に
認
定
さ
れ
た
法
律
効
果
と
「
矛
盾
し
た
正
反

対
の
物
」
を
認
容
す
る
目
的
で
、
原
則
と
し
て
も
は
や
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
準ⅵ
 

連
邦
裁
〇
二
年
判
決
の
引
用
の
趣
旨
は
、
右
九
四
年
判
決
の
判
示
③
部
分
と
同
様
に
、
訴
え
の
申
立
て
の
基
礎
に
お
か
れ
た
事
実
上
の
事

象
全
体
が
同
一
で
あ
る
と
み
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
〇
二
年
判
決
が
引
用
す
る
ム
ズ
ィ
ー
ラ
ク
（
ム
ズ
ィ
ー
ラ
ク
）
説
は
、
①
民
訴
法
三
二

二
条
一
項
（
判
決
の
変
更
の
訴 

の
規
範
目
的
は
、
前
訴
で
敗
訴
し
た
当
事
者
が
事
実
関
係
の
陳
述
を
修
正
し
た
だ
け
で
、
そ
の
法
的
要
求

に
つ
い
て
再
度
の
審
理
お
よ
び
裁
判
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
前
訴
の
訴
訟
物
と
な
り
既
判
力
を
も
っ
て
裁
判
さ
れ

た
生
活
上
の
事
実
関
係
に
は
、
前
訴
の
訴
え
の
申
立
て
を
正
当
化
す
る
法
原
則
を
適
用
す
る
た
め
に
そ
の
存
否
が
重
要
で
あ
る
、
す
べ
て
の
事

実
が
含
ま
れ
る
。
②
し
か
し
、
原
告
が
前
訴
の
有
理
性
に
と
っ
て
は
重
要
と
い
え
な
い
、
ま
た
は
口
頭
に
よ
る
最
後
の
事
実
審
理
の
終
結
後
に

初
め
て
発
生
し
た
事
実
を
主
張
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
訴
え
は
前
訴
判
決
の
既
判
力
に
妨
げ
ら
れ
な
い
、
と
す 

（
　
）
１４２え
）

（
　
）
１４３る
。
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連
邦
裁
判
例
が
（
旧
）
父
子
関
係
否
認
訴
訟
で
採
用
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
詳
細
説
に
よ
る
と
、
前
訴
は
、
原
告
が
訴
え
の
有
理
性
を
基
礎
づ

け
る
「
最
初
の
疑
い
」
を
主
張
し
て
い
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
か
つ
、
本
訴
は
、
前
訴
の
事
実
審
口
頭
弁
論
終
結
後
に
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ

Ａ
鑑
定
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
点
で
、
右
ム
ズ
ィ
ー
ラ
ク
（
ム
ズ
ィ
ー
ラ
ク
）
説
の
②
部
分
と
も
附
合
す
る
も
の

と
解
さ
れ
る
。

　
⑷
　
学
説
を
み
る
と
、
⒜
　
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
ｈ
（
親
子
関
係
事
件
の
確
定
判
決
の
対
世 

を
解
説
す
る
際
に
、
連
邦
裁
〇
二
年
判
決

に
賛
成
し
て
、
前
訴
の
事
実
関
係
の
陳
述
を
単
に
変
更
す
る
、
補
充
す
る
、
ま
た
は
修
正
す
る
だ
け
で
は
、
新
た
な
独
立
の
生
活
上
の
事
実
関

係
と
は
い
え
な
い
と
解
す
る
見
解
は
す
で
に
有
力
説
と
思
わ
れ 

　
⒝
　
連
邦
裁
〇
二
年
判
決
が
原
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
支
持
す
る
学
説
が
あ 

親
子
関
係
事
件
の
対
世
効
を

規
定
し
た
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
ｈ
第
一
項
に
対
し
て
、
同
条
一
項
二
文
は
こ
れ
を
制
限
し
て
、
親
子
関
係
の
存
在
ま
た
は
親
の
監
護
権
を
確
認

し
た
判
決
は
、
親
子
関
係
ま
た
は
親
の
監
護
権
を
自
己
の
た
め
に
主
張
す
る
第
三
者
に
対
し
て
、
そ
の
第
三
者
が
訴
訟
に
関
与
し
た
と
き
に
限

り
、
効
力
を
有
す
る
と
規
定
す
る
。
ま
た
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
ｅ
第
一
項
は
、
両
親
の
一
方
ま
た
は
子
が
当
事
者
と
し
て
訴
訟
に
参
加
し
て
い

な
い
と
き
は
、
そ
の
両
親
の
一
方
ま
た
は
子
は
、
訴
え
を
通
知
し
た
う
え
で
、
口
頭
弁
論
期
日
に
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て

い
る
。
前
訴
手
続
は
母
を
そ
の
手
続
に
呼
び
出
す
こ
と
な
く
、
手
続
に
関
与
さ
せ
な
か
っ
た
点
に
治
癒
で
き
な
い
手
続
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
、
破

棄
差
戻
し
後
の
原
審
は
、
母
を
再
度
呼
び
出
し
た
う
え
で
、
新
た
な
弁
論
を
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ 

な
お
、
家
庭
非
訟
事
件
手

続
改
革
法
も
右
規
定
と
同
趣
旨
の
規
定
を
お
い
て
お
り
、
手
続
に
よ
り
権
利
に
直
接
か
か
わ
る
者
、
ま
た
は
同
法
も
し
く
は
別
の
法
律
で
、
職

権
に
よ
り
も
し
く
は
申
立
て
に
よ
り
関
与
す
べ
き
者
を
、
裁
判
所
は
関
係
者
（B

eteiligte
 
         
）
と
し
て
手
続
に
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
七
条
二
項
一
号
・
二
号
、
三
項
）。
そ
し
て
血
縁
関
係
事
件
の
手
続
に
は
、
子
、
母
お
よ
び
父
を
参
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
二
条

（
　
）
１４４効
）

（
　
）
１４５る
。

（
　
）
１４６る
。（

　
）
１４７る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 
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一
項
一
号
か
ら
三
号
）。

２
　
父
子
関
係
の
否
認
期
間
の
新
た
な
開
始

　
父
子
関
係
解
明
手
続
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
の
立
案
段
階
で
、
立
法
者
は
、
子
の
利
益
保
護
の
た
め
に
父
子
関
係
の
否
認
期
間
を
更
新
す

る
旨
の
規
定
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い 

第
一
に
、
未
成
年
の
子
の
利
益
を
考
慮
し
て
父
子
関
係
の
否
認
請
求
を
棄
却
す
る
場
合
、
否
認
の

再
訴
期
間
は
棄
却
判
決
の
確
定
時
に
再
度
開
始
す
る
が
、
裁
判
所
は
棄
却
判
決
の
主
文
中
で
、
否
認
期
間
を
伸
長
で
き
る
旨
の
規
定
（
連
邦
政

府
法
案
一
六
〇
〇
条
五
項
）、
第
二
に
、
父
子
関
係
の
否
認
期
間
の
経
過
後
に
行
わ
れ
た
解
明
手
続
に
よ
っ
て
父
子
関
係
の
不
存
在
が
判
明
し

た
場
合
、
否
認
期
間
は
再
び
更
新
さ
れ
る
旨
の
規
定
（
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
項
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
提
案
さ
れ
た
両
規
定
と
も
、
最
終
的

に
は
成
案
に
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
な
お
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
法
案
の
規
定
に
関
す
る
議

論
つ
い
て
、
若
干
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
⒜
　
連
邦
政
府
の
当
初
の
法
案
（B
T
-D
rucksache

 
 
  
          16   /6561
     
）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
を
導
入
す
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
た
。

　
準ⅰ
 

ま
ず
、
父
子
関
係
の
否
認
の
権
限
を
有
す
る
者
に
関
す
る
民
法
一
六
〇
〇
条
（
一
項
か
ら
四
項
）
中
に
、
新
し
く
「
五
項
」
を
加
え
る
と

す
る
。
提
案
さ
れ
た
五
項
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
の
条
文
で
あ
る
。「
父
子
関
係
の
否
認
の
効
果
が
、
否
認
の
権
限
を
有
す
る
者
の
要
求
を

考
慮
し
て
も
、
未
成
年
の
子
に
と
っ
て
要
求
し
が
た
い
、
そ
の
幸
福
を
著
し
く
害
す
る
結
果
に
な
る
と
き
は
、
お
よ
び
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

父
子
関
係
は
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
一
文
の
要
件
が
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
未
成
年
の
子
の
幸
福
を
著
し
く
害
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
─

筆
者
）
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
否
認
の
訴
え
が
棄
却
さ
れ
た
と
き
は
、
再
度
の
否
認
の
訴
え
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
民
法
一
六
〇

〇
条
ｂ
第
一
項
一
文
の
否
認
期
間
は
、
請
求
を
棄
却
し
た
判
決
の
確
定
と
同
時
に
、
改
め
て
そ
の
進
行
を
開
始
す
る
。
裁
判
所
は
、
一
文
の
要

（
　
）
１４８た
。
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件
が
、
二
文
に
よ
っ
て
新
し
く
開
始
す
る
否
認
期
間
の
経
過
後
に
も
存
続
す
る
こ
と
が
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
判
決

主
文
中
に
お
け
る
判
断
に
よ
り
、
自
ら
裁
定
す
べ
き
期
間
に
限
っ
て
、
否
認
期
間
を
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き 

　
準ⅱ
 

立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
①
右
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
五
項
は
、
新
し
い
血
縁
関
係
解
明
請
求
権
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
に
よ
っ
て
、

今
ま
で
以
上
に
法
律
上
の
父
が
生
物
学
上
の
父
で
な
い
こ
と
を
知
る
事
態
が
多
く
な
る
こ
と
か
ら
、
子
を
保
護
す
る
た
め
に
否
認
権
限
を
制
限

し
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
子
の
利
益
が
著
し
く
（erheblich

         
）
害
さ
れ
る
否
認
の
広
範
な
効
果
を
考
え
る
と
、
例
外
的
ケ
ー
ス
で
は
否
認

を
認
め
な
い
と
い
う
修
正
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
と
法
律
上
の
父
と
の
法
的
・
社
会
的
な
結
び
付
き
の
期
間
、
ま
た
子
の
特
別
な
生

活
状
況
や
生
育
環
境
か
ら
し
て
、
子
の
幸
福
が
著
し
く
害
さ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
子
の
経
済
的
利
益
（
扶
養
料

の
確
保
）
は
そ
れ
に
該
当
し
な
い
。
②
身
分
手
続
で
は
法
的
安
定
性
が
重
要
で
あ
る
。
先
の
過
酷
ケ
ー
ス
で
は
否
認
の
訴
え
は
請
求
棄
却
と
な

る
が
、
過
酷
事
由
が
消
滅
す
る
と
否
認
の
再
訴
が
あ
り
得
る
（
五
項
二
文
）。
請
求
棄
却
判
決
の
確
定
と
同
時
に
、
否
認
期
間
は
再
び
そ
の
進

行
を
開
始
す
る
。
し
か
し
、
長
期
間
の
子
の
重
病
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
裁
判
所
は
、
請
求
棄
却
判
決
後
に
、
再
び
否
認
期
間
が
進
行
す
る
と

き
も
、
そ
う
し
た
過
酷
な
状
態
が
確
実
に
続
く
と
判
断
で
き
る
と
き
は
、
否
認
期
間
を
伸
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
（
五
項
三
文
）。

　
準ⅲ
 

第
二
に
、
立
法
者
は
、
否
認
期
間
に
関
す
る
規
定
・
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
に
、「
第
七
項
」
を
新
し
く
加
え
る
と
提
案
し
て
い
る
。
そ
の

七
項
の
条
文
に
よ
る
と
、「
父
ま
た
は
子
が
、
一
五
九
八
条
ａ
に
よ
る
生
物
学
的
な
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
遺
伝
学
検
査
に
よ
っ
て
、

両
者
の
間
に
生
物
学
的
な
父
子
関
係
が
な
い
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
一
項
一
文
の
期
間
（
二
年
間
の
否
認
期
間
─
筆
者
）
は
、
両
者
が
そ
の

こ
と
を
知
っ
た
と
き
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
新
た
に
開
始
す
る
。
否
認
の
効
果
が
未
成
年
の
子
の
幸
福
を
著
し
く
害
す
る
と
き
は
、
そ
れ
は
適
用
さ

れ
な
い
。」

　
立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
夫
（
父
た
る
者
）
が
、
尊
敬
す
べ
き
思
慮
に
よ
り
二
年
間
の
否
認
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
血
縁
関

（
　
）
１４９る
。」

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

九
五
（
　
　
　
）

九
五



係
を
疑
い
な
が
ら
、
婚
姻
や
社
会
的
家
族
を
護
る
た
め
に
否
認
期
間
を
徒
過
し
た
、
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
に
離
婚
し
た
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。
父
子
関
係
の
疑
い
の
理
由
い
か
ん
は
問
題
で
は
な
く
、
血
縁
鑑
定
に
よ
っ
て
父
子
関
係
の
真
実
を
知
っ
た
場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、

未
成
年
の
子
に
つ
い
て
は
、
否
認
の
効
果
が
子
の
幸
福
を
著
し
く
害
す
る
と
き
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

　
⒝
　
連
邦
政
府
の
右
法
案
に
対
し
、
連
邦
参
議 

、
後
者
の
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
項
中
、
第
二
文
（
例
外
規
定
）
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る

と
の
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。
父
子
関
係
の
強
い
絆
が
あ
る
と
き
は
、
否
認
は
子
の
幸
福
を
著
し
く
害
す
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
遺
伝

学
検
査
後
の
否
認
に
つ
い
て
は
、
期
間
の
再
度
の
開
始
な
ど
あ
り
え
な
い
と
、
父
は
考
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
父
は
で
き
る
限
り

早
い
時
期
か
ら
遺
伝
学
検
査
や
否
認
の
決
意
を
固
め
る
の
が
普
通
と
な
り
、
子
の
幸
福
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
事
態
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の

規
定
に
よ
り
、
期
間
の
計
算
が
不
明
確
に
な
り
、
法
的
安
定
の
た
め
の
期
間
の
目
標
と
も
矛
盾
す
る
結
果
と
な
る
。

　
⒞
　
連
邦
議
会
の
法
務
委
員
会
（R

echtsausschusse

 
               
）
は
、
解
明
手
続
規
定
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
の
導
入
に
は
賛
成
す
る
決
議
を
行
っ

た
が
、
前
掲
の
二
つ
の
規
定
の
導
入
に
は
反
対
の
意
見
を
明
ら
か
に
し
て
い 

　
準ⅰ
 

父
子
関
係
否
認
手
続
の
子
の
保
護
規
定
（
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
五
項
）
は
、
す
で
に
解
明
手
続
に
子
の
保
護
条
項
が
設
け
ら
れ
て
お
り

（
一
五
九
八
条
ａ
第
三
項
。
そ
の
法
文
は
修
道
法
学
三
三
巻
一
号
一
八
頁
お
よ
び
本
号
一
一
〇
頁
注
（
　
））、
そ
れ
に
よ
り
子
の
幸
福
は
十
分

１４９

に
保
護
さ
れ
る
。
他
方
、
父
子
関
係
の
否
認
手
続
は
、
現
行
法
も
子
の
保
護
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
今
後
は
、
解
明
手
続
に
お
け
る
子
の
保

護
条
項
（
一
五
九
八
条
ａ
第
三
項
）
が
、
そ
の
手
続
段
階
で
生
物
学
上
の
血
縁
関
係
の
解
明
か
ら
子
を
保
護
す
る
働
き
を
す
る
。
否
認
手
続
で

は
、
判
例
が
要
請
す
る
原
告
の
具
体
化
義
務
（
い
わ
ゆ
る
詳
細
説
の
「
最
初
の
疑
い
」）
と
二
年
間
の
否
認
期
間
に
よ
っ
て
、
子
の
利
益
は
十

分
に
保
護
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
否
認
期
間
は
二
年
間
で
あ
り
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）、
父
子
関
係
の
解
明
手
続
と
否
認
手
続
は
時
間
的
に
近
接
し
て
実
施
さ

（
　
）
１５０院
は

（
　
）
１５１る
。
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れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
解
明
手
続
の
段
階
で
子
の
幸
福
に
つ
い
て
の
侵
害
が
な
け
れ
ば
、
否
認
手
続
に
お
い
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス

は
実
務
上
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
と
い
え
る
。

　
準ⅱ
 

つ
ぎ
に
解
明
手
続
後
の
否
認
期
間
の
更
新
規
定
（
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
項
）
は
、
二
年
間
の
否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一

項
）
の
経
過
し
た
後
に
、
新
た
に
否
認
期
間
が
開
始
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
年
の
否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
を
事
実
上
空
洞

化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
否
認
期
間
の
意
義
お
よ
び
目
的
は
、
子
お
よ
び
社
会
一
般
の
法
的
安
定
性
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
父
子
関

係
を
否
定
す
る
事
情
を
知
っ
た
者
は
、
二
年
間
の
否
認
期
間
内
に
父
子
関
係
を
否
認
す
る
か
否
か
決
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
期
間
内
に

否
認
し
な
い
者
は
、
子
と
の
父
子
関
係
を
維
持
す
る
と
決
断
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
否
認
期
間
中
に
解
明
手
続
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
否
認
期

間
は
解
明
手
続
の
開
始
に
よ
っ
て
、
そ
の
進
行
は
停
止
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
六
項
）、
期
間
の
経
過
に
対
し
て
保
護
は
は
か

ら
れ
て
い
る
。

　
⒟
　
学
説
に
お
い
て
は
、
特
に
法
案
の
後
者
の
更
新
規
定
（
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
号
一
文
）
に
対
す
る
批
判
が
み
ら
れ
る
。
準ⅰ
 

フ
ラ
ン
ク
・

ヘ
ル
ム 

に
よ
る
と
、
①
遺
伝
的
血
縁
関
係
の
解
明
手
続
に
期
間
制
限
に
関
す
る
規
定
を
定
め
な
い
の
は
正
当
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
父
と

子
が
遺
伝
的
血
縁
関
係
の
解
明
を
、
い
か
な
る
と
き
に
も
、
身
分
法
秩
序
を
是
正
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
に
で
き
る
と
し
た
場
合
、
期
間
の
定

め
の
な
い
訴
え
の
権
限
は
不
適
切
な
結
果
に
な
る
、
と
批
判
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
血
縁
関
係
の
確
認
手
続
で
得
ら
れ
た
知
見
を
身
分
手
続
で

も
利
用
し
て
よ
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
血
縁
鑑
定
は
利
用
で
き
な
い
と
強
調
し
た
点
に
対
す
る
態
度
表
明
に
す

ぎ
ず
、
身
分
手
続
の
期
間
経
過
後
に
も
な
お
そ
れ
を
利
用
で
き
る
と
は
ど
こ
に
も
述
べ
て
い
な
い
、
そ
の
よ
う
な
逆
推
論
は
身
分
秩
序
を
安
定

す
べ
き
子
の
利
益
に
反
す
る
。
ま
た
時
的
制
限
の
な
い
法
律
上
の
父
の
否
認
権
は
、
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
際
限
の
な
い
扶
養
料
返
還
請
求

権
の
問
題
を
先
鋭
化
す
る
。
②
法
案
は
、
父
が
「
尊
敬
す
べ
き
考
慮
」
か
ら
否
認
期
間
を
や
り
過
ご
し
た
場
合
を
あ
げ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、

（
　
）
１５２ス
説秘

密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

九
七
（
　
　
　
）

九
七



法
律
上
の
父
が
扶
養
料
の
支
払
い
を
中
止
し
た
り
、
一
〇
数
年
後
に
子
か
ら
遺
留
分
を
奪
う
よ
う
な
場
合
、
再
開
の
利
益
は
尊
敬
す
べ
き
理
由

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
行
法
で
は
、
父
の
否
認
権
は
、
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事
情
を
知
っ
た
と
き
に
初
め
て
進
行
を
開
始
す
る
の
で
あ

り
、
否
認
期
間
の
開
始
に
必
要
な
事
情
を
知
っ
た
父
が
、
否
認
権
を
行
使
す
る
か
否
か
決
断
し
な
く
て
よ
い
と
す
る
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
。

現
行
法
に
よ
れ
ば
、
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事
情
を
知
れ
ば
、
否
認
期
間
は
開
始
し
、
直
ち
に
血
縁
鑑
定
に
よ
り
確
信
を
得
る
こ
と
は
で
き
た

の
で
あ
り
、
文
献
上
、
そ
の
よ
う
な
理
由
で
否
認
権
限
を
新
た
に
肯
定
す
る
学
説
は
な
い
。
子
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
一
〇
数
年
前
に
で
き
な

く
な
っ
た
扶
養
料
請
求
を
す
る
た
め
に
血
縁
関
係
を
再
検
査
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
否
認
期
間
の
再
開
は
耐
え
難
い
結
果
に
な
る
。

　
③
法
案
に
よ
る
と
、
法
律
上
の
父
は
、
子
の
生
物
学
上
の
父
で
な
い
こ
と
が
母
と
の
間
で
、
い
つ
で
も
明
ら
か
な
と
き
も
、
新
た
な
否
認
権

を
取
得
す
る
の
か
は
明
確
で
な
い
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
が
収
集
さ
れ
た
、
法
定
の
懐
胎
期
間
中
に
夫
婦
は
別
居
し

て
い
た
、
法
律
上
の
父
は
拘
留
さ
れ
て
い
た
、
ま
た
は
父
子
関
係
を
故
意
に
真
実
に
反
し
て
認
知
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
厳
密
に
言
う
と
、

そ
う
し
た
場
合
に
父
は
、
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
号
の
文
言
が
本
来
予
定
し
て
い
る
よ
う
な
、
正
規
の
手
続
を
踏
ん
で
実
施
さ
れ
た
遺
伝
的

検
査
に
よ
っ
て
初
め
て
真
実
の
血
縁
関
係
を
知
っ
た
の
で
は
な
い
。
理
由
書
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
知
っ

た
レ
ヴ
ェ
ル
に
よ
る
区
別
は
疑
問
で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
大
き
な
疑
い
を
抱
い
た
者
は
、
生
涯
に
わ
た
り
否
認
権
を
有

す
る
が
、
父
子
関
係
の
不
存
在
に
つ
い
て
確
実
に
知
っ
た
者
は
、
二
年
の
期
間
を
指
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
④
法
案
は
、
否
認
に
よ
り
未
成
年
の
子
の
幸
福
が
著
し
く
害
さ
れ
る
と
き
は
、
否
認
権
の
更
新
を
除
外
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
効
性
の
な

い
偽
薬
で
あ
る
。
理
由
書
も
そ
の
点
に
つ
い
て
十
分
で
は
な
く
、
長
期
間
の
親
密
な
親
子
関
係
の
破
壊
を
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
そ

の
趣
旨
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
別
の
例
と
し
て
法
案
が
あ
げ
て
い
る
「
自
殺
の
恐
れ
や
重
病
の
悪
化
」
か
ら
は
、
民
法
一
五
六
八
条
一
項
一
文

の
子
の
保
護
条
項
（
未
成
年
子
の
利
益
の
た
め
に
破
綻
し
た
婚
姻
の
離
婚
回
避
）
に
似
た
、
不
名
誉
な
運
命
に
脅
か
さ
れ
る
予
感
が
す
る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

九
八
（
　
　
　
）

九
八



　
⑤
法
案
は
、
否
認
期
間
の
更
新
を
父
と
子
に
認
め
な
が
ら
、
母
に
認
め
て
い
な
い
の
は
、
平
等
条
項
（
基
本
法
三
条
一
項
）
に
違
反
す
る
。

　
準ⅱ
 

シ
ュ
ワ
ー
プ
説
も
、
①
否
認
期
間
の
更
新
規
定
（
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
項
一
文
）
に
対
し
て
、
法
律
上
の
父
が
い
か
な
る
と
き
も
民

法
一
五
九
八
条
ａ
に
基
づ
く
血
縁
関
係
の
解
明
請
求
権
を
通
じ
て
否
認
権
を
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
母
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
批

判
す
る
。
②
ま
た
否
認
の
効
果
が
未
成
年
の
子
の
幸
福
を
著
し
く
害
す
る
と
き
は
、
新
し
い
否
認
期
間
は
進
行
を
開
始
し
な
い
と
い
う
規
定

（
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
項
二
文
）
に
対
し
て
は
、
子
の
幸
福
が
著
し
く
害
さ
れ
な
い
時
点
か
ら
、
改
め
て
否
認
期
間
の
進
行
が
開
始
す
る

の
か
を
問
題
に
す
る
。
法
案
は
そ
の
点
に
つ
い
て
明
確
で
は
な
い
が
、
理
由
書
は
否
定
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
血
縁
関
係
を
知

る
こ
と
は
人
格
権
に
根
ざ
し
た
高
貴
な
事
項
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
論
理
的
で
は
な
い
。
未
成
年
子
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
手
続
を
中

断
し
た
が
、
青
年
に
な
る
と
、
な
ぜ
そ
れ
を
追
完
で
き
る
の
か
。
③
民
法
一
五
九
八
条
ａ
の
手
続
の
導
入
に
よ
っ
て
、
否
認
手
続
は
延
長
さ
れ

 
　
⒠
　
右
に
み
た
よ
う
な
批
判
的
論
議
を
経
て
、
立
法
者
は
最
終
的
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
法
案
の
規
定
を
撤
回
し 

し
か
し
学
説
に
お
い
て

は
、
父
子
関
係
の
解
明
手
続
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
が
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
の
否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 

準ⅰ
 

ハ
イ
ダ
ー
ホ
フ
は
、
法
律
上
の
父
は
い
ま
や
時
間
的
な
制
限
な
く
、
父
子
関
係
を
否
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
解
し
て
い 

こ
の
説
に
よ
る
と
、
否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
は
、
原
則
と
し
て
、
父
子
関
係
の
解
明
手
続
（
民
法
一

五
九
八
条
ａ
）
の
終
了
後
に
そ
の
進
行
を
開
始
す
る
。
こ
の
否
認
期
間
が
開
始
す
る
た
め
に
は
、
父
が
「
最
初
の
疑
い
」
の
存
在
を
知
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
通
常
、
父
が
「
最
初
の
疑
い
」
の
存
在
を
知
る
の
は
、
父
子
関
係
の
解
明
手
続
で
収
集
さ
れ
た
遺
伝
子
テ
ス
ト
に
よ
る
は
ず

で
あ
る
。
父
が
解
明
手
続
の
実
施
前
に
す
で
に
「
最
初
の
疑
い
」
を
抱
い
て
い
た
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
が
、
判
例
（
い
わ
ゆ
る
詳
細
説
）
の

要
求
す
る
「
最
初
の
疑
い
」
の
要
件
は
高
く
、
単
な
る
予
感
や
疑
い
で
は
否
認
の
訴
え
の
適
法
性
、
し
た
が
っ
て
否
認
期
間
の
開
始
を
基
礎
づ

（
　
）
１５３る
。

（
　
）
１５４た
。

（
　
）
１５５る
。

（
　
）
１５６る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
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用
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四
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豊
田
） 
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け
る
の
に
足
り
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
期
間
の
定
め
の
な
い
父
子
関
係
の
解
明
手
続
の
導
入
に
よ
っ
て
、
法
律
上
の
父
は
「
最
初
の
疑
い
」

を
無
制
限
に
取
得
し
、
二
年
間
の
否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
を
無
期
限
に
す
る
手
段
を
得
た
こ
と
に
な
り
、
右
否
認
期
間
は

空
洞
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
民
法
一
五
九
八
条
ａ
第
五
項
は
解
明
手
続
中
の
否
認
期
間
の
進
行
を
停
止
す
る
が
、
そ
の
事
実
上
の
効
果
は
小
さ

い
、
と
指
摘
す 

　
準ⅱ
 

オ
ス
タ
ー
マ
ン
（S.O

sterm
ann

    
     
   
）
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
父
子
関
係
の
解
明
手
続
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
の
導
入
前
後
に
よ
り
基

本
法
六
条
一
項
が
保
護
す
る
「
社
会
的
な
家
庭
」
の
存
在
の
危
機
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
最
も
詳
細
な
考
察
を
試
み
て
い 

①
解
明
手
続

規
定
の
導
入
前
（
二
〇
〇
八
年
四
月
一
日
以
前
）
に
お
い
て 

父
子
関
係
は
、
否
認
権
者
が
誰
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
二
年
の
否
認

期
間
内
に
の
み
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
一
文
）。
否
認
期
間
は
裁
判
所
が
職
権
で
調
査
す
べ
き
除
斥
期
間
と

解
さ
れ
、
被
告
か
ら
の
期
間
徒
過
の
援
用
が
な
く
と
も
、
否
認
権
は
右
期
間
の
経
過
と
と
も
に
消
滅
す
る
。
否
認
期
間
は
、
否
認
権
者
が
子
の

血
縁
関
係
が
異
な
る
可
能
性
が
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
く
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
事
実
を
確
実
に
知
っ
た
と
き
に
開
始
し
、
否
認
権
者
の

主
観
的
視
点
で
は
な
く
、
理
性
的
な
客
観
的
観
察
者
の
視
点
か
ら
、
法
律
上
の
父
と
子
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
事
情
の
存

在
が
唯
一
重
視
さ
れ
る
。
判
例
（
い
わ
ゆ
る
詳
細
説
）
の
要
求
す
る
「
最
初
の
疑
い
」
を
理
由
づ
け
る
事
情
が
、
否
認
期
間
を
開
始
さ
せ
る
事

情
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
否
認
期
間
は
、
否
認
の
訴
え
提
起
に
必
要
な
「
最
初
の
疑
い
」
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
申
し
立
て
ら
れ
た
と
き
に
開
始

す
る
。
否
認
期
間
と
「
最
初
の
疑
い
」
が
同
時
に
進
行
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
否
認
権
者
は
、
期
間
を
遵
守
し
て
否
認
の
訴
え
を
提
起
し

た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
父
子
関
係
を
成
功
裏
に
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
立
法
者
は
、
父
子
関
係
改
革
法
（
一
九
九
七
年
）
に
際
し
て
、
否
認
権
者
の
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事
情
の
「
知
」
に
基
づ
く
除
斥
期
間
を

採
用
す
る
理
由
と
し
て
、「
社
会
的
な
家
庭
」
の
保
護
（
基
本
法
六
条
一
項
）
を
あ
げ
て
い
る
。
否
認
期
間
が
な
い
と
、
父
子
関
係
問
題
は
際

（
　
）
１５７る
。

（
　
）
１５８る
。

（
　
）
１５９は
、
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限
な
く
不
確
定
に
な
り
、
身
分
関
係
の
不
安
定
、
法
的
不
安
定
が
生
じ
、
家
庭
の
社
会
的
存
在
に
対
し
て
消
極
的
影
響
が
生
ず
る
。
基
本
法
六

条
一
項
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
社
会
的
な
家
庭
は
、
身
分
関
係
の
不
安
定
の
み
な
ら
ず
、
子
と
の
血
縁
関
係
の
不
存
在
を
知
っ
た
ま
た
は
そ
の
疑

い
が
あ
る
の
に
、
否
認
の
訴
え
の
提
起
・
棄
却
に
よ
っ
て
も
危
機
に
陥
る
。

　
②
他
方
、
解
明
手
続
規
定
の
導
入
後
（
二
〇
〇
八
年
四
月
一
日
以
降
）
を
み
る 

立
法
者
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
提
案
に
な
ら
っ
て
、
解
明

手
続
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
に
期
間
を
定
め
て
い
な
い
。
多
数
の
学
説
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
の
提
案
趣
旨
は
、
解
明

手
続
を
、
否
認
手
続
と
異
な
り
、
家
庭
の
法
律
上
・
社
会
的
な
存
続
（
基
本
法
六
条
一
項
）
を
危
険
に
し
な
い
、
独
立
の
手
続
と
し
て
構
成
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
解
明
権
者
は
堂
々
と
オ
ー
プ
ン
な
手
続
を
請
求
・
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
検
査
結
果

の
知
見
は
家
庭
の
平
和
、
家
庭
の
社
会
的
な
存
続
に
消
極
的
影
響
を
及
ぼ
す
。
家
庭
の
共
同
生
活
を
危
う
く
せ
ず
に
、
血
縁
関
係
は
解
明
で
き

な
い
。
ま
た
理
論
的
に
は
解
明
手
続
は
子
の
生
物
学
的
な
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
だ
け
で
、
家
庭
の
法
的
存
続
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
検
査
の
知
見
か
ら
法
的
結
論
を
導
く
障
壁
は
下
が
り
、
否
認
権
者
が
法
律
上
の
父
子
関
係
の
否
認
を
決
意
し
た
と
き
、
そ
れ

は
成
功
し
や
す
く
な
り
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
家
庭
の
法
的
存
在
も
危
う
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
明
手
続
の
期
間
の
無
制
限
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
例
を
前
提
に
し
て
も
憲
法
上
正
当
と
は
い
え
な
い
。

　
③
オ
ス
タ
ー
マ
ン
説
は
、
解
明
手
続
の
導
入
後
は
、
否
認
手
続
と
の
親
密
な
関
係
か
ら
、
両
手
続
の
全
体
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
、
と
す

 

立
法
者
が
解
明
手
続
の
立
案
に
際
し
、
否
認
期
間
と
「
最
初
の
疑
い
」
の
同
時
進
行
の
開
始
を
意
識
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。
そ
の
根

拠
が
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
五
項
で
あ
る
。
五
項
に
よ
る
と
、
否
認
期
間
は
裁
判
所
の
解
明
手
続
の
開
始
に
よ
っ
て
中
断
し
、
民
法
二
〇
四
条

二
項
の
参
照
に
よ
り
、
私
的
な
血
縁
鑑
定
の
収
集
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
確
定
的
な
判
断
後
に
六
か
月
が
経
過
す
る
と
再
び
そ
の
進
行
を
開
始

す
る
。
オ
ス
タ
ー
マ
ン
説
は
、
解
明
手
続
が
開
始
し
た
と
き
に
、
す
で
に
否
認
期
間
は
進
行
し
て
お
り
、
そ
れ
が
中
断
す
る
趣
旨
の
規
定
と
解

（
　
）
１６０と
、

（
　
）
１６１る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
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訴
訟
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用
（
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す
る
。
立
法
者
は
こ
の
点
で
は
、
否
認
期
間
と
「
最
初
の
疑
い
」
の
同
時
進
行
の
開
始
（
通
説
）
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
解
明
手
続
に
よ
り

収
集
さ
れ
る
私
的
な
血
縁
鑑
定
は
、
常
に
、
否
認
期
間
の
進
行
を
開
始
さ
せ
る
。
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
五
項
に
よ
り
六
か
月
の
期
間
延
伸
の
立
法

趣
旨
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
り
、
同
項
が
な
け
れ
ば
、
否
認
権
者
は
、
否
認
の
訴
え
提
起
前
に
私
的
な
血
縁
鑑
定
に
よ
っ
て
確
信
を
得
ら
れ
な
い

蓋
然
性
は
高
い
。
五
項
は
、
社
会
的
な
家
庭
の
保
護
に
寄
与
す
る
。
も
っ
と
も
、
解
明
手
続
に
よ
る
血
縁
鑑
定
の
収
集
時
点
で
、
家
庭
の
社
会

的
存
続
は
危
う
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
④
解
明
手
続
の
導
入
に
よ
り
、
否
認
期
間
の
開
始
と
身
分
関
係
の
安
定
性
は
も
は
や
偶
然
に
左
右
さ
れ
ず
、
否
認
権
者
が
意
識
的
に
制
御
で

き
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
た
こ
と
で
、
法
的
安
定
性
は
改
善
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
、
オ
ス
タ
ー
マ
ン
説
も
連
邦
政
府
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
項

の
導
入
に
反
対
す 

そ
れ
で
は
、
実
体
的
な
否
認
要
件
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
が
解
明
手
続
に
よ
り
潜
脱
さ
れ
、
父
子
関
係
の
否

認
は
事
実
上
期
間
に
拘
束
さ
れ
ず
、
法
律
上
の
父
子
関
係
が
い
つ
で
も
否
認
で
き
る
と
い
う
結
果
に
な
る
。
子
お
よ
び
法
律
上
の
父
に
と
っ
て

否
認
期
間
の
無
期
限
は
、
父
子
関
係
改
革
法
（
一
九
九
七
年
）
の
際
に
立
法
者
が
考
え
て
い
た
、
父
子
関
係
の
否
認
期
間
の
放
棄
は
耐
え
難
い

結
果
と
な
る
と
の
見
解
と
矛
盾
す
る
し
、
解
明
手
続
に
よ
っ
て
身
分
関
係
の
安
定
性
を
確
保
す
る
と
い
う
、
連
邦
憲
法
裁
の
提
案
は
ね
じ
曲
げ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
解
明
手
続
に
よ
り
子
の
身
分
関
係
は
い
つ
で
も
新
た
に
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
身
分
関
係
の
安
定
は
得
ら
れ
ず
、

家
庭
の
平
和
お
よ
び
個
人
の
負
担
が
続
き
、
社
会
的
な
家
庭
は
重
大
な
危
機
に
面
す 

解
明
手
続
の
実
施
後
に
否
認
手
続
が
開
始
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
多
く
な
る
が
、
解
明
手
続
に
よ
っ
て
危
う
く
な
っ
た
「
社
会
的
な
家
庭
」
は
、
否
認
の
訴
え
に
よ
っ
て
終
局
的
に
破
た
ん
す
る
。
生
物
学

的
な
血
縁
関
係
の
不
存
在
を
単
に
疑
っ
た
だ
け
で
開
始
し
た
と
き
以
上
に
、
血
縁
関
係
の
不
存
在
を
確
実
に
知
り
な
が
ら
、
否
認
期
間
の
徒
過

を
理
由
と
す
る
否
認
の
訴
え
の
請
求
棄
却
は
、
家
庭
の
社
会
的
存
続
に
よ
り
破
壊
的
な
影
響
を
及
ぼ 

解
明
手
続
の
導
入
前
は
、
否
認
期
間

の
徒
過
に
よ
り
も
は
や
法
的
結
論
を
引
き
出
せ
な
い
時
点
で
血
縁
関
係
の
不
存
在
を
知
る
こ
と
の
責
任
は
個
々
人
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

（
　
）
１６２る
。

（
　
）
１６３る
。

（
　
）
１６４す
。
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た
が
、
導
入
後
は
立
法
者
に
責
任
が
あ
る
か
、
少
な
く
と
も
共
同
責
任
を
お
う
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
政
府
も
、
二
年
の
期
間
の
否
認
権
と
期
間

の
制
限
の
な
い
解
明
請
求
権
を
相
互
に
調
整
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い 

　
⑤
以
上
の
考
察
に
基
づ
き
、
オ
ス
タ
ー
マ
ン
説
は
、
否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
を
削
除
す
る
第
一
案
、
解
明
手
続
に
否
認
期
間
を

結
び
付
け
る
第
二
案
、
解
明
手
続
に
も
期
間
を
お
く
第
三
案
を
検
討
す 

し
か
し
、
第
一
案
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
に
よ
る
と
憲
法
上
正

当
化
さ
れ
ず
、
第
二
案
は
連
邦
政
府
法
案
・
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
項
で
あ
っ
て
、
事
実
上
、
否
認
期
間
の
廃
止
と
変
わ
ら
な
い
。
他
方
、

第
三
案
も
、
解
明
手
続
の
期
間
を
否
認
期
間
よ
り
伸
ば
し
た
り
、
両
手
続
の
期
間
を
同
一
に
し
て
も
、
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
む

し
ろ
否
認
権
者
の
「
知
」
と
結
び
付
け
た
否
認
期
間
の
議
論
が
こ
こ
で
も
有
効
で
、
解
明
手
続
の
期
間
は
、
解
明
権
者
の
「
知
」
と
関
係
づ
け

た
期
間
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
解
す 

否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
）
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
も
合
憲
と
判
示
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
解
明
権
者
は
、
否
認
期
間
が
ま
だ
経
過
し
て
い
な
い
限
り
、
い
つ
で
も
解
明
手
続
に
従
っ
た
措
置
を
と
っ
て
、
検
査
結
果

を
知
っ
て
か
ら
二
年
間
で
、
法
律
上
の
父
子
関
係
を
否
認
す
る
か
否
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
否
認
期
間
が
す
で
に
進
行
し
て
い
る

と
き
は
、
直
ち
に
、
解
明
権
者
は
そ
の
期
間
内
に
解
明
手
続
に
よ
っ
て
血
縁
関
係
を
解
明
で
き
る
。
他
方
、
否
認
期
間
の
経
過
後
は
、
も
は
や

血
縁
関
係
は
解
明
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
上
の
父
と
子
と
の
生
物
学
的
な
血
縁
関
係
は
、
法
律
上
の
父
子
関
係
の
否
認
も
可
能
で
あ

る
と
き
に
限
り
、
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
法
律
上
の
父
子
関
係
を
否
認
で
き
な
い
と
き
は
、
生
物
学
上
の
血
縁
関
係
も
解
明
で
き

な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
家
庭
の
社
会
的
な
存
続
の
危
機
も
回
避
で
き
る
。

　
⑥
解
明
手
続
を
否
認
手
続
の
期
間
と
同
じ
期
間
に
拘
束
す
る
右
の
考
え
方
は
、
解
明
手
続
の
独
立
性
・
孤
立
性
と
い
う
連
邦
憲
法
裁
の
提
案

に
反
し
な 

血
縁
関
係
の
不
存
在
を
知
る
こ
と
に
よ
る
社
会
的
な
家
庭
の
危
機
は
、
両
手
続
を
否
認
期
間
に
結
び
付
け
る
こ
と
で
防
止
で
き

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
否
認
権
者
を
不
相
当
に
制
限
す
る
、
少
な
く
と
も
子
と
法
律
上
の
父
に
と
っ
て
、
基
本
法
上
耐
え
難
い
権
利
の
制
限
に
は

（
　
）
１６５る
。（

　
）
１６６る
。

（
　
）
１６７る
。

（
　
）
１６８い
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

一
〇
三
（
　
　
　
）

一
〇
三



な
ら
な
い
。
生
物
学
的
な
血
縁
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
な
疑
い
が
あ
る
の
に
、
期
間
内
に
血
縁
関
係
の
解
明
も
父
子
関
係
の
否
認
も
し
な
い
者

は
、
保
護
に
値
し
な
い
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
⑦
し
か
し
、
解
明
手
続
の
期
間
拘
束
は
現
行
法
の
も
と
で
可
能
な
解
釈
か
。
民
法
一
五
九
八
条
ａ
の
明
文
に
よ
る
と
、
解
明
手
続
は
、
な
ん

ら
か
の
期
間
、
ま
し
て
や
否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
）
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
立
法
資
料
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
立
法
趣
旨
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
合
憲
的
解
釈
も
法
文
お
よ
び
立
法
者
意
思
に
制
限
さ
れ
、
現
行
法
上
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
で
き
な
い
、
む
し
ろ
立
法
論
に
よ
る
以

外
に
な
い
と
い
う
結
論
に
な 

　
準ⅲ
 

ム
シ
ェ
ラ
ー
は
、
否
認
期
間
の
再
度
の
開
始
規
定
（
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
七
号
）
の
削
除
を
正
当
と
評
価
す 

期
間
は
、
と
り
わ
け
子
の

身
分
秩
序
と
社
会
的
結
合
へ
の
利
益
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
父
は
、
疑
い
は
あ
っ
て
も
、
否
認
し
な
い
と
の
決
断
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
否
認
期
間
の
中
断
規
定
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
五
項
一
文
前
段
・
後
段
）
に
つ
い
て
は
、
法
的
安
定
性
の
た
め
に
解
明
権
者

は
裁
判
後
に
直
ち
に
血
縁
鑑
定
を
依
頼
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
中
断
後
の
再
度
の
進
行
開
始
は
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
で
あ
り
（
民
法
二
〇

四
条
二
項
一
文
）、
血
縁
鑑
定
を
知
っ
た
と
き
と
解
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
現
在
ま
で
に
筆
者
が
参
照
で
き
た
民
法
の
教
科
書
・
コ
ン
メ

ン
タ
ー 

、
こ
の
問
題
を
こ
れ
以
上
に
論
じ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

３
　
小
　
　
括

　
⑴
　
以
上
の
考
察
に
よ
る
と
、
⒜
　
判
例
の
訴
訟
物
論
・
二
分
肢
説
に
よ
れ
ば
、
違
法
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
で
も
、
そ
れ
に
よ
り
判

明
し
た
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事
実
は
前
訴
の
父
子
関
係
否
認
訴
訟
の
訴
訟
物
を
基
礎
づ
け
た
「
生
活
上
の
事
実
関
係
」
と
は
異
な
る
「
別
の

生
活
上
の
事
実
関
係
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
別
個
の
訴
訟
物
を
構
成
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
上
の
父
は
、
父
子
関
係

（
　
）
１６９る
。

（
　
）
１７０る
。

（
　
）
１７１ル
は

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

一
〇
四
（
　
　
　
）

一
〇
四



否
認
訴
訟
を
棄
却
し
た
前
訴
確
定
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
再
度
の
父
子
関
係
否
認
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
本
件
連
邦
裁
〇
五
年
の
判
旨
は
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

　
⒝
　
他
方
で
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
父
子
関
係
の
解
明
手
続
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
は
、
明
文
上
、
期
間
の
制
限
が
お
か
れ
て
い
な
い
た

め
に
、
そ
の
手
続
を
通
じ
て
取
得
さ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
の
請
求
棄
却
判
決
が
先
に
確
定
し
て
い
る
と
き
も
、
法
律

上
の
父
か
ら
の
再
度
の
否
認
の
訴
え
の
「
最
初
の
疑
い
」
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
既
存
の
二
年
間
の
否
認

期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
一
文
）
と
の
関
係
問
題
で
あ
る
が
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
解
明
手
続
の
開
始
に
よ
っ
て
否
認
期
間
の
進
行

は
中
断
し
、
解
明
手
続
の
裁
判
の
確
定
し
た
後
に
さ
ら
に
六
か
月
し
て
否
認
期
間
が
進
行
を
開
始
す
る
と
解
す
る
説
が
（
参
照
文
献
の
限
り
で

あ
る
が
）
有
力
に
み
え
る
。
立
法
論
と
し
て
、
解
明
手
続
に
も
期
間
の
定
め
を
お
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
⒞
　
民
法
施
行
法
は
、
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
が
期
間
の
経
過
を
理
由
に
棄
却
さ
れ
た
場
合
に
、
解
明
手
続
（
民
法
一
五
八
九
条
ａ
）
に

よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
血
縁
鑑
定
が
血
縁
関
係
の
誤
り
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
き
も
、
原
状
回
復
の
訴
え
（
民
訴
法
旧
六
四
一
条
ｉ
）
は
提
起

で
き
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
（
否
認
手
続
と
独
立
し
た
父
子
関
係
の
解
明
の
た
め
の
法
律
の
移
行
規
定
。
二
二
九
章
一
七
条
）。
前
訴
は
父
子

関
係
自
体
に
つ
い
て
裁
判
し
て
い
な
い
以
上
、
右
規
定
に
い
う
原
状
回
復
事
由
（
民
訴
法
旧
六
四
一
条
ｉ
）
は
存
在
し
な
い
と
解
さ
れ 

　
⒟
　
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
子
の
生
物
学
上
の
父
は
否
認
権
者
で
な
く
他
男
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
事
情

を
示
す
唯
一
の
可
能
性
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
（
四
２
⑷
⒟
準ⅵ
 

、
修
道
法
学
三
〇
巻
二
号
二
七
〇
頁
）、
し
か
し
、
現
時
の
家
裁
実
務
に

お
い
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
以
外
に
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
方
法
が
あ
る
か
は
疑
問
と
す
る
見
解
が
あ 

　
⑵
　
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
（
二
〇
〇
九
年
）
の
も
と
で
は
、
父
子
関
係
の
否
認
手
続
で
の
新
た
な
申
立
て
の
問

題
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
①
父
子
関
係
訴
訟
の
対
世
効
の
規
定
（
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
ｈ
）
と
同
様
に
、
家
庭
非
訟
事
件
手

（
　
）
１７２る
。

（
　
）
１７３る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

一
〇
五
（
　
　
　
）

一
〇
五



続
改
革
法
一
八
四
条
に
よ
る
と
、
血
縁
関
係
事
件
に
お
け
る
裁
判
は
、
そ
の
確
定
と
と
も
に
効
力
を
生
じ
（
一
項
）、
血
縁
関
係
に
つ
い
て
裁

判
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
は
対
世
的
効
力
を
生
ず
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
（
二
項
）。
再
訴
問
題
は
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ケ
ム
パ
ー
（
フ
リ
ッ
シ
ェ
）
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
よ
る 

す
で
に
従
前
の
否
認
の
申
立
て
に
お

い
て
申
し
立
て
ら
れ
た
事
由
が
判
断
さ
れ
た
と
き
、
ま
た
は
前
手
続
中
に
そ
の
事
由
が
申
し
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
由
に
基
づ

き
新
た
な
申
立
て
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
前
手
続
の
終
結
後
に
生
じ
た
新
し
い
事
由
に
基
づ
き
新
た
な
否
認
の
申
立
て
を

行
う
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
一
八
五
条
は
、
民
訴
法
旧
六
四
一
条
ｉ
を
引
き
継
い
で
、

確
定
し
た
決
定
の
内
容
に
反
す
る
、
鑑
定
人
の
認
定
し
た
事
実
に
基
づ
く
再
審
手
続
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、

血
縁
関
係
事
件
を
再
度
実
施
す
る
形
式
は
再
審
手
続
（
一
八
五 

の
み
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
立
法
趣
旨
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
立
法

理
由
書
は
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
問
題
の
解
決
は
今
後
の
判
例
に
委
ね
ら
れ
る
と
説
い
て
い
る
。

　
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
新
し
い
血
縁
鑑
定
に
基
づ
く
原
状
回
復
の
訴
え
（
民
訴
法
旧
六
四
一
条
ｉ
）
は
父
子
関
係
事
件
の
従
来
の
実
務

に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
機
能
を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る 

期
間
の
定
め
の
な
い
血
縁
関
係
の
解
明
手
続
（
民

法
一
五
九
八
条
ａ
）
の
導
入
に
よ
っ
て
、
法
改
正
後
の
実
務
で
は
む
し
ろ
再
審
ル
ー
ト
の
機
能
が
拡
大
化
な
い
し
一
本
化
さ
れ
る
の
か
は
、
興

味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
以
下
、
次
号
に
続
く
）

（
　
）　B

G
H
,U
.v.
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九
八
年
判
決
に
つ
い
て
は
、
豊
田
・
小
島
古
稀
祝
賀
「
職
権
探
知
主
義
」
一
〇
二
八
頁
以
下
で

１３３
検
討
し
て
い
る
。

（
　
）
１７４と
、

（
　
）
１７５条
）

（
　
）
１７６が
、

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
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一
〇
六
（
　
　
　
）
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（
　
）　Zöller/M

.Vollkom
m
er,ZPO

,

        
   
      
 
       
  28   .A

ufl.,2010,Vor
§322,4c,R

n.

   
             
              
   42,

   S.1045.

         

１３４
（
　
）　Stein/Jonas/P.Schlosser,ZPO

,
                             
  21   .A

ufl.,1993,B
d.5/2,§640h,II1f.

   
             
                    ,R
n.5f.,S.410f

   
               .  

１３５
（
　
）　
子
の
母
と
離
婚
し
た
原
告
・
夫
が
子
の
母
・
妻
が
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
子
に
対
す
る
嫡
出
否
認
訴
訟
は
、
医
師
の
血
液
型
鑑
定
（
子
・
母
と
も
Ａ

１３６
型
）
に
よ
っ
て
請
求
棄
却
（
確
定
）、
八
年
後
に
Ｍ
Ｎ
型
に
よ
る
新
し
い
血
液
検
査
に
よ
る
と
、
原
告
は
被
告
の
父
で
は
明
ら
か
に
あ
り
得
な
い
と
し

て
、
原
告
は
原
状
回
復
の
訴
え
（
民
訴
法
五
八
〇
条
七
号
ｂ
）
を
提
起
し
て
嫡
出
子
で
は
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
第
一
審
は
、

再
訴
は
五
年
の
再
審
期
間
（
民
訴
五
八
六
条
二
項
二
文
）
の
徒
過
を
理
由
に
不
適
法
で
あ
る
が
、
新
し
い
否
認
の
訴
え
の
提
起
と
し
て
扱
い
、
被
告
は

非
嫡
出
子
で
あ
る
と
認
定
す
る
判
決
を
下
し
た
。
被
告
・
子
の
控
訴
は
棄
却
、
被
告
の
上
告
に
よ
り
、
検
察
官
（O

berreichsanw
alt

 
            
   
）
が
共
同
訴
訟

人
と
し
て
右
訴
訟
に
参
加
し
た
（
こ
れ
は
一
九
三
八
年
四
月
一
二
日
の
法
律
に
基
づ
く
制
度
で
あ
り
、
そ
の
後
一
九
六
一
年
に
廃
止
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
）。
こ
の
ケ
ー
ス
で
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
四
〇
年
三
月
一
八
日
判
決
（R

G
Z
163,156,160ff.

 
 
                  
）
は
、
検
察
官
の
再
訴
は
前
訴
判
決
の
既
判
力
に

妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
当
時
の
文
献
上
の
多
数
説
に
対
し
、
本
文
で
述
べ
た
見
解
を
判
示
す
る
。
た
だ
し
、
同
判
決
は
、
血
液
型
検
査
の
導
入
以
来
の
遺

伝
生
物
学
の
発
展
と
と
も
に
、
国
家
社
会
主
義
思
想
に
基
づ
く
人
間
の
血
縁
関
係
の
解
明
と
い
う
観
点
を
あ
げ
て
い
る
点
で
、
当
時
の
国
家
体
制
下
で

の
判
例
と
思
わ
れ
る
。
現
行
法
も
国
の
官
庁
に
よ
る
否
認
権
を
規
定
し
て
い
る
が
（
民
法
一
六
〇
〇
条
一
項
五
号
）、
こ
れ
は
、
国
籍
や
滞
在
権
の
騙

取
を
目
的
と
し
た
認
知
権
の
濫
用
に
対
す
る
防
止
措
置
で
あ
る
。vgl.M

.Löhnig
,D
as
zur
E
rgänzung

de

 
     
           
        
           s

R
echt

zur
A
nfechtung

der
V
ater

   
          
               
    -  

schaft,Fam
R
Z
2008,S.1130ff

           
 
                 .  

（
　
）　
父
子
関
係
を
認
知
し
た
男
性
が
、
認
知
し
た
子
が
成
長
す
る
に
伴
い
外
国
人
の
容
ぼ
う
に
な
っ
て
き
た
と
し
て
、
否
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
、
し
か

１３７
し
、
血
液
型
鑑
定
を
実
施
す
る
た
め
の
費
用
の
予
納
が
な
い
と
し
て
、
区
裁
は
前
訴
請
求
棄
却
、
本
件
は
前
訴
と
逆
に
、
子
が
右
認
知
男
性
に
対
し
否

認
の
訴
え
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
受
救
権
の
付
与
を
申
し
立
て
た
と
い
う
事
案
で
、
原
審
が
権
利
伸
張
の
勝
訴
見
込
み
の
欠
如
、
否
認
期
間
の
徒
過

を
理
由
に
受
救
権
の
付
与
を
拒
絶
す
る
決
定
、
そ
れ
に
対
す
る
抗
告
審
・
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
高
裁
一
九
八
〇
年
五
月
二
八
日
決
定
（Fam

R
Z
1980,S.

   
 
           

831f.

     
）
は
、
血
縁
関
係
の
不
存
在
が
認
定
で
き
な
い
ま
ま
に
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
、
そ
の
後
の
再
訴
問
題
を
あ
げ
て
子
の
否
認
の
訴
え
と
前

訴
確
定
判
決
の
既
判
力
効
に
つ
い
て
詳
細
に
判
示
し
て
い
る
が
、
既
判
力
効
の
限
定
ま
た
は
拡
張
の
実
際
的
な
影
響
が
決
め
手
に
な
る
と
し
て
、
本
訴

を
適
法
と
す
る
論
拠
の
一
つ
に
、
前
訴
で
学
問
上
の
鑑
定
が
収
集
さ
れ
ず
、
血
縁
問
題
が
間
違
っ
て
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
手
掛
か
り
が
あ

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

一
〇
七
（
　
　
　
）

一
〇
七



る
と
き
は
、
真
実
の
血
縁
関
係
を
確
認
す
る
利
益
が
裁
判
所
の
再
審
理
を
正
当
化
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
部
分
は
、
本
文
で
述
べ
た
シ
ュ

タ
イ
ン
・
ヨ
ー
ナ
ス
（
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
）
説
と
は
対
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
　
）　
ド
イ
ツ
法
の
訴
訟
物
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、vgl.R

osenberg/Schw
ab/G

ottw
ald,ZPO

,
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n.
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１３８17   ,  S.506ff.;Zöller/Vollkom
m
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R
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   S.
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   S.118ff.;H
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usielak,

             
        
         

G
runkurs

ZPO
,9.A

ufl.,2007,§3
II

 
           
      
                  A

nhang,R
n.139ff,S.

 
        
             90   ff.usw

.

       
 
な
ど
参
照
。

（
　
）　
中
野
貞
一
郎
「
訴
訟
物
概
念
の
統
一
性
と
相
対
性
」『
民
事
訴
訟
法
の
論
点
Ⅰ
』
二
〇
頁
、
と
く
に
三
七
頁
以
下
（
判
タ
、
一
九
九
四
年
）、
松
本
博

１３９
之
・
上
野
泰
男
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
五
版
〕』
一
七
五
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
参
照
。

（
　
）　「
自
然
な
観
察
」
と
い
う
判
断
基
準
は
、
最
近
の
連
邦
裁
判
例
が
用
い
る
基
準
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
当
事
者
の
視
点
ま
た
は
取
引
観
に
基
づ
き
行
わ

１４０
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。vgl.H

.-J.M
usielak,D

er
rechtskraf

 
     
       
          
             tig

entschiedene
Lebenssachverhalt,

                                    N
JW
2000,S.3594f

 
  
               .  

　
父
子
関
係
事
件
で
は
な
い
が
、
最
近
の
連
邦
裁
判
例
（B

G
H
,U
.v.

 
 
 
   
     19   .   11   .2003,N

JW
2004,S.1252ff.

         
  
                 
）
で
こ
れ
を
具
体
的
に
み
る
と
、
そ
の

事
案
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
件
で
あ
っ
た
。
原
告
Ｘ
は
被
告
Ｙ
か
ら
一
九
九
八
年
九
月
一
四
日
の
契
約
で
中
古
車
を
一
万
二
五
〇
〇
マ
ル
ク
で
購
入
し
、

売
買
契
約
書
に
は
「
事
故
は
無
い
」
と
の
特
別
な
合
意
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
九
九
年
五
月
に
な
っ
て
、
Ｘ
は
契
約
締
結
前
に
す
で
に
事
故
車
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
と
し
て
、
売
買
契
約
を
解
除
し
て
、
売
買
代
金
の
一
部
の
返
還
等
を
請
求
す
る
前
訴
を
提
起
し
た
が
、
第
一
審
は
、
Ｙ
が
解
除
に
同

意
し
た
こ
と
に
つ
い
て
立
証
が
な
い
と
し
て
請
求
棄
却
、
Ｘ
の
控
訴
も
棄
却
さ
れ
前
訴
判
決
が
確
定
（
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
三
日
）、
そ
の
後
Ｘ
は
、

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
に
な
っ
て
、
Ｙ
は
事
故
車
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
車
の
前
所
有
者
か
ら
聞
い
た
と
し
て
、
Ｙ
の
悪
意
の
詐
欺
に
よ
り

契
約
を
取
り
消
し
、
遅
延
利
息
を
プ
ラ
ス
し
て
再
訴
に
及
ん
だ
。
第
一
審
は
Ｘ
の
請
求
を
一
部
認
容
、
Ｙ
の
控
訴
に
よ
り
控
訴
審
は
、
Ｘ
の
請
求
は
前

訴
判
決
の
既
判
力
に
妨
げ
ら
れ
る
、
本
訴
の
訴
訟
物
は
前
訴
と
同
じ
で
あ
り
、
Ｙ
の
悪
意
の
詐
欺
の
事
実
は
客
観
的
に
す
で
に
前
訴
中
に
存
在
し
て
い

た
、
Ｘ
が
前
訴
で
主
観
的
に
詐
欺
に
よ
る
契
約
の
取
消
し
に
よ
っ
て
法
律
状
態
を
有
利
に
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
Ｘ
は
前

訴
判
決
の
既
判
力
に
よ
り
取
消
権
行
使
を
失
権
す
る
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
許
可
上
告
に
よ
り
Ｘ
は
上
告
し

た
が
、
連
邦
裁
は
原
審
の
右
判
旨
は
結
論
に
お
い
て
維
持
で
き
る
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
す
な
わ
ち
連
邦
裁
は
、
①
連
邦
裁
判
例
に
よ
る
と
、
既
判
力
は
消
極
的
訴
訟
要
件
と
し
て
、
同
じ
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
新
た
な
審
理
を
妨
げ
る
。
し

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

一
〇
八
（
　
　
　
）

一
〇
八



た
が
っ
て
、
既
判
力
を
も
っ
て
裁
判
さ
れ
た
訴
訟
物
と
同
じ
訴
訟
物
で
あ
る
新
た
な
訴
え
は
、
不
適
法
に
な
る
。
訴
訟
物
は
、
特
定
の
実
体
法
上
の
請

求
権
で
は
な
く
、
権
利
保
護
要
求
ま
た
は
法
律
効
果
の
主
張
と
し
て
解
さ
れ
る
独
立
し
た
訴
訟
上
の
請
求
権
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
訴
え
の
申
立
て
（
法

律
効
果
）
と
、
原
告
の
求
め
る
法
律
効
果
を
導
い
た
生
活
上
の
事
実
関
係
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
（
二
分
肢
説
）。
②
本
件
の
訴
訟
物
は
、
Ｘ
が
再
び

自
動
車
と
引
き
換
え
に
売
買
代
金
の
一
部
を
返
還
請
求
し
て
い
る
限
り
で
、
前
訴
の
訴
訟
物
と
一
致
す
る
。
Ｘ
は
、
両
訴
訟
に
お
い
て
同
じ
事
実
関
係

か
ら
同
じ
法
律
効
果
を
導
い
て
い
る
。
前
訴
と
同
様
、
Ｘ
は
、
売
買
契
約
の
解
消
を
求
め
る
請
求
権
を
、
契
約
中
で
Ｙ
が
明
示
的
に
保
証
し
た
無
事
故

に
反
し
て
事
故
車
で
あ
っ
た
こ
と
に
依
拠
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
訴
の
請
求
棄
却
判
決
の
既
判
力
に
基
づ
き
、
Ｘ
の
返
還
請
求
は
、
考
え
得
る
い

か
な
る
法
的
観
点
か
ら
み
て
も
、
真
実
違
反
の
保
証
か
ら
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
訴
で
そ
の
た
め
に
重
要

な
す
べ
て
の
事
実
、
お
よ
び
考
え
得
る
請
求
の
基
礎
を
申
し
立
て
、
調
査
し
た
と
き
で
も
、
そ
の
よ
う
な
生
活
事
実
関
係
に
新
し
く
依
拠
し
た
契
約
の

解
消
を
求
め
る
訴
え
は
、
不
適
法
で
あ
る
。

　
③
そ
し
て
連
邦
裁
は
、
Ｘ
が
、
前
訴
判
決
の
確
定
後
に
、
Ｙ
が
契
約
締
結
時
に
事
故
車
で
あ
る
こ
と
を
悪
意
で
黙
っ
て
い
た
た
め
、
前
訴
で
そ
れ
を

申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
ず
、
請
求
権
は
導
け
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
点
に
つ
き
、
原
告
の
権
利
保
護
要
求
が
か
か
わ
る
歴
史
的
な
生
活
上
の
事

実
関
係
の
全
体
か
ら
特
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
生
活
上
の
事
実
関
係
の
個
々
の
事
実
が
当
事
者
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
か
否
か
、

生
活
上
の
事
実
関
係
の
う
ち
当
事
者
が
前
訴
で
申
し
立
て
な
か
っ
た
事
実
を
す
で
に
知
っ
て
お
り
、
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
は
関
係
が
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
既
判
力
の
効
力
に
は
、
前
訴
で
申
し
立
て
た
事
実
の
失
権
の
み
な
ら
ず
、
申
し
立
て
な
か
っ
た
事
実
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
前
訴

の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
初
め
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
自
然
に
観
察
し
た
」
場
合
に
、
前
訴
で
申
し
立
て
ら
れ
た
生
活
上
の
事
実
関
係
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
事
実
の
失
権
は
含
ま
れ
る
、
と
す
る
。
そ
こ
で
、
確
か
に
、
Ｘ
の
新
た
な
申
立
て
に
よ
り
Ｙ
に
要
求
さ
れ
た
無
事
故
に
関

す
る
悪
意
の
詐
欺
は
、
前
訴
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
初
め
て
生
じ
た
事
実
で
は
な
い
。
し
か
し
、
悪
意
の
詐
欺
は
契
約
締
結
時
に
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ

る
、
つ
ま
り
、
前
訴
中
に
す
で
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
事
実
で
あ
る
。「
自
然
に
観
察
し
た
」
と
き
に
、
そ
れ
は
前
訴
で
申
し
立
て
ら
れ
た
生
活
事
象
に

該
当
す
る
。
そ
れ
は
、
Ｘ
の
要
求
し
た
事
故
車
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
契
約
解
除
と
事
実
上
お
よ
び
法
律
上
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に

悪
意
の
詐
欺
が
当
時
す
で
に
主
張
さ
れ
立
証
さ
れ
て
お
れ
ば
、
契
約
解
除
の
訴
え
は
区
裁
に
よ
り
時
効
を
理
由
に
却
下
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
　
）　T

hom
as/Putzo/K

.H
üßtege,ZPO
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O
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１４１
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

一
〇
九
（
　
　
　
）

一
〇
九



§640h
a.F.,II1,R

n.2,S.1707
                   
             .  

（
　
）　
同
条
は
〇
九
年
九
月
一
日
よ
り
新
法
文
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
判
決
が
将
来
履
行
期
が
到
来
す
る
反
復
的
な
給
付
を
命
じ
て
い
る

１４２
と
き
は
、
各
当
事
者
は
、
変
更
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
文
）。
訴
え
は
、
原
告
が
裁
判
の
基
礎
に
な
っ
た
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
関
係

に
重
大
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
事
実
を
申
し
立
て
て
い
る
と
き
に
の
み
、
適
法
で
あ
る
（
二
文
）。

（
　
）　M

usielak/M
usielak,ZPO
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   S.1013.

         

１４３
（
　
）　
判
決
は
、
当
事
者
が
生
存
し
て
い
る
と
き
に
確
定
し
て
い
る
限
り
、
対
世
的
効
力
を
有
す
る
と
規
定
す
る
。

１４４
（
　
）　T
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as/Putzo/K
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üßtege,ZPO

,
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ufl.,2006,§1599,2f,R

n.8,S.18

 
                        
           55.

   
な
お
、Staudingers

K
om
m
e
B
G
B
/R
auscher,a.a

 
            
  
 
   
 
 
  
             .O

.,§1599,III
2
d
cc,R

n.

   
                       
   17,

   S.319

       

は
、
〇

二
年
判
決
を
支
持
し
な
が
ら
、
連
邦
裁
が
生
活
上
の
事
実
関
係
を
妻
の
「
不
貞
」
と
考
え
る
と
き
は
、
既
判
力
よ
る
制
限
は
非
常
に
広
い
も
の
に
な
る

と
指
摘
す
る
。

（
　
）　T

hom
as/Putzo/K

.H
üßtege,ZPO

,

 
   
          
   
           
  30   .A

ufl.,2009,§640e,R
n.S.878

   
                    
         .  

１４６
（
　
）　T

hom
as/Putzo/H

üßtege,a.a.O

 
   
          
               

.  

１４７
（
　
）　G

esetzentw
urf
der
B
undesregierung,E

 
         
         
                 

ntw
urf
eines

G
esetzes

zur
K
lärung

de
   
           
             
         r

Vaterschaft
unabhängig

vom
A
nfecht

   
                         
  
      ungsver

       -  

１４８fahren,B
T
-D
rucksache

         
 
  
          16   /6561,S.1ff.

              

（
　
）　
法
案
五
項
一
文
は
、
同
時
に
提
案
さ
れ
、
こ
ち
ら
は
成
案
と
な
っ
た
民
法
一
五
九
八
条
ａ
第
三
項
（
す
な
わ
ち
、「
裁
判
所
は
、
生
物
学
上
の
血
縁

１４９
関
係
の
解
明
が
、
解
明
権
限
を
有
す
る
者
の
利
益
を
考
慮
し
て
も
、
未
成
年
の
子
に
と
っ
て
要
求
し
が
た
い
、
未
成
年
の
子
の
幸
福
を
著
し
く
侵
害
す

る
結
果
に
な
る
と
き
は
、
お
よ
び
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
解
明
手
続
を
中
止
す
る
」
と
い
う
内
容
）
に
対
応
し
て
い
る
。

（
　
）　G
esetzentw

urfdes
B
undesrates,B

T
-D
r

 
         
         
             
 
  
 ucksache

         16   /5370,S.1ff.

              

１５０
（
　
）　B
T
-D
rucksache

 
 
  
          16   /8219,S.1ff.

              
法
務
委
員
会
の
審
議
を
み
る
と
、
①
社
会
民
主
党
は
、
解
明
手
続
後
の
否
認
期
間
の
更
新
規
定
（
法
案
一
六
〇

１５１
〇
条
ｂ
第
七
項
）
を
削
除
す
る
理
由
と
し
て
、
法
律
上
の
父
は
、
父
子
関
係
を
疑
わ
せ
る
事
情
を
知
っ
た
後
、
二
年
以
内
に
裁
判
上
否
認
手
続
を
行
う

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

一
一
〇
（
　
　
　
）

一
一
〇



べ
き
こ
と
が
そ
れ
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
、
ま
た
手
続
に
時
的
制
限
を
お
く
こ
と
で
、
子
に
と
っ
て
は
非
常
に
過
酷
な
解
明
手
続
後
に
再
び
子
の
幸
福
を

調
査
し
な
い
こ
と
も
正
当
化
で
き
る
、
所
定
の
否
認
期
間
内
に
子
の
幸
福
に
影
響
す
る
よ
う
な
重
大
な
事
情
の
変
化
を
危
惧
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
を

あ
げ
て
い
る
。
解
明
手
続
後
の
否
認
期
間
の
更
新
規
定
の
削
除
は
、
他
の
政
党
（
九
〇
年
同
盟
・
緑
の
党
、
左
派
党
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ

ス
ト
教
社
会
同
盟
）
も
支
持
し
て
い
る
。

　
②
こ
れ
に
対
し
、
否
認
手
続
で
の
子
の
幸
福
に
つ
い
て
再
度
し
ん
酌
す
る
旨
の
規
定
（
法
案
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
五
項
）
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か

れ
て
い
る
。
九
〇
年
同
盟
・
緑
の
党
は
、
二
〇
〇
七
年
の
連
邦
憲
法
裁
が
、
否
認
手
続
で
も
子
の
特
別
な
生
活
状
態
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
要
請
し
て

い
た
こ
と
を
理
由
に
、
否
認
手
続
で
の
再
度
の
考
慮
は
必
要
で
あ
る
と
す
る
（
導
入
賛
成
）。
他
方
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同

盟
は
、
解
明
手
続
と
否
認
手
続
は
二
元
的
手
続
と
し
て
一
体
で
あ
り
、
子
の
幸
福
の
考
慮
も
一
回
で
よ
い
と
す
る
（
導
入
反
対
）。

（
　
）　Frank/H

elm
s,Fam

R
Z
2007,S.1280f

       
   
      
 
                .  

１５２
（
　
）　Schw

ab,Fam
R
Z
2008,S.

    
       
 
           26   .  

１５３
（
　
）　W

ellenhoffer,N
JW
2008,S.1188;B

.

 
              
  
                 
  H

eiderhoffer,Vaterschaftsklärung
un

 
              
                     d

ihre
Folge

–
von
der
Vaterschaftsa

                        
            nfechtung

zur

              

１５４Vaterschaftbeendigung?,Fam
R
Z
2010,

 
                          
 
        S.    10,

   ;S.O
sterm

ann,D
ie
K
lärungsverfahre

      
     
      
    
               n

gem
äß
§1598a

B
G
B
,2009,S.145ff.,

     
           
 
 
                  149;K

.

       
  

M
uschler,D

ie
K
lärung

der
Vaterschaf

 
          
    
            
         t,FPR

2008,S.263

      
             .  

（
　
）　
た
と
え
ば
、
バ
ル
サ
ザ
ル
の
指
摘
（
修
道
法
学
三
〇
巻
二
号
二
七
三
頁
）。
ま
た
、vgl.T

.H
elm
s,D
as
neue

V
erfahren

zu

 
     
   
   
    
         
           r

K
lärung

der
leibli

   
                 -  

１５５chen
A
bstam

m
ung,Fam

R
Z
2008,S.1034

      
     
 
        
 
               f.;H

eiderhoff,Fam
R
Z
2010,S.

     
              
 
           10   .  

（
　
）　H

eiderhoff,a.a.O

 
                  

.  

１５６
（
　
）　H

eiderhoff,a.a.O
.

 
                  
 
本
文
中
で
「
民
法
一
五
九
八
条
ａ
第
五
項
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
同
条
に
「
五
項
」
は
な
い
。
む
し
ろ
「
民
法
一
六
〇

１５７
〇
条
ｂ
第
五
項
一
文
」
を
引
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
原
文
の
ま
ま
引
用
し
た
。

（
　
）　O
sterm

ann,a.a.O
.,S.109ff

 
     
            
           .  

１５８
（
　
）　O
sterm

ann,a.a.O

 
     
            

.  

１５９
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.117ff

 
     
            
           .  

１６０
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

一
一
一
（
　
　
　
）

一
一
一



（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.122ff

 
     
            
           .  

１６１
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.132ff
 
     
            
           .  

１６２
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.134ff
 
     
            
           .  

１６３
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.136ff

 
     
            
           .  

１６４
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.137

 
     
            
         f  

１６５
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.138ff

 
     
            
           .  

１６６
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.140ff

 
     
            
           .  

１６７
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.143ff

 
     
            
           .  

１６８
（
　
）　O

sterm
ann,a.a.O

.,S.149

 
     
            
         .  

１６９
（
　
）　M

uscheler,FPR
2008,S.263

 
             
             .  

１７０
（
　
）　Palandt/U

.D
iederichsen,B

G
B
,§§1598

         
   
              
 
 
        a,1600d,S.1883ff.;Jauernig/C

.B
e

                                
   
 rger,B

G
B
,§§1598a,1600d,S.1637ff

       
 
 
                           .;Schw

ab,Fam
ili

       
       
   -  

１７１enrecht,

         §  49   IV,S.244ff

  
          .  

（
　
）　M

uschler,FPR
2008,S.263

 
            
             .  

１７２
（
　
）　F.B

rosius-G
ersdorf,D

as
K
uckucksei

    
        
          
    
          im

Fam
iliennest—

E
rforderlichkeitein

  
    
          
 
                   er

N
euregelung

der
V
aterschaftsunter

    
                
                suchung,N

JW

          
  
 

１７３2007,S.812

            .  

（
　
）　Friederici/K

em
per/I.Fritsche,Fam

il

            
  
                    
  ienverfahrensrecht,1.A

ufl.,2009,

                        
            §184,II,R

n.6,S.655

           
            .  

１７４
（
　
）　
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
一
八
五
条
は
、
従
前
の
民
訴
法
旧
六
四
一
条
ｉ
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
法
文
と
な
っ
て
い

１７５
る
。

　
一
八
五
条
　
手
続
の
再
審

　
⑴
　
血
縁
関
係
に
つ
い
て
裁
判
し
た
確
定
し
た
決
定
に
対
す
る
原
状
回
復
の
申
立
て
は
、
関
係
人
（B

eteiligten

 
          
）
が
、
単
独
で
、
ま
た
は
従
前

の
手
続
で
収
集
さ
れ
た
証
拠
と
結
び
付
い
て
、
異
な
っ
た
裁
判
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
血
縁
関
係
に
つ
い
て
の
新
た
な
鑑
定
を
提
出
し
た
と

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

一
一
二
（
　
　
　
）

一
一
二



き
も
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑵
　
再
審
の
申
立
て
は
、
従
前
の
手
続
で
勝
訴
し
た
関
係
人
に
よ
っ
て
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑶
　
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
に
お
い
て
裁
判
し
た
裁
判
所
が
、
専
属
管
轄
を
も
つ
。
不
服
申
立
て
の
あ
っ
た
決
定
が
、
抗
告
裁
判
所
ま
た

は
法
律
抗
告
裁
判
所
（R

echtsbeschw
erdegericht

 
           
           
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
き
は
、
抗
告
裁
判
所
が
管
轄
す
る
。
申
立
て
が
、
民
事
訴
訟

法
五
八
〇
条
の
無
効
の
申
立
て
ま
た
は
原
状
回
復
の
申
立
て
と
併
合
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
民
事
訴
訟
法
五
八
四
条
が
準
用
さ
れ
る
。

　
⑷
　
民
事
訴
訟
法
五
八
六
条
は
準
用
し
な
い
。

（
　
）　
豊
田
「
再
審
の
訴
え
（
二
・
完
）」
修
道
法
学
二
四
巻
一
号
八
一
頁
以
下
参
照
。

１７６

　【
後
記
】　
竹
中
先
生
の
追
悼
号
に
、
い
ま
だ
未
完
の
本
稿
を
寄
稿
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
別
稿
を
準
備
す
る
余
裕
が
な
く
、
こ
の
点
、
ご
容
赦
を
願
い
ま
す
。
も
っ

と
も
っ
と
研
究
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
先
生
の
無
念
さ
を
思
い
ま
す
と
、
な
ん
と
も
残
念
で
重
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
が
、
先
生
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。
さ
よ
う
な
ら
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
四
）（
豊
田
） 

一
一
三
（
　
　
　
）

一
一
三


