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〔
事　

実
〕

　

亡
甲
と
亡
乙
の
間
に
は
、
戸
籍
上
九
名
の
子
ど
も
（
七
男
二
女
）
が

記
載
さ
れ
て
い
た
。
本
件
に
関
係
す
る
の
は
、
亡
甲
亡
乙
夫
婦
、
末
子

で
あ
る
亡
Ａ
（
七
男
）
お
よ
び
そ
の
子
三
名
、
八
番
目
の
子
で
あ
る
Ｂ

（
次
女
・
被
相
続
人
）、
七
番
目
の
子
で
あ
る
亡
Ｃ
（
六
男
）
の
子
Ｘ
他

一
名
で
あ
る
。
Ｂ
の
死
亡
に
よ
り
、
法
定
相
続
人
と
な
る
の
は
亡
Ａ
の

三
名
の
子
と
亡
Ｃ
の
二
名
の
子
の
五
名
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
親
族
関
係
の
下
、
Ｘ
が
検
察
官
を
相
手
方
と
し
て
、
亡

甲
と
亡
Ａ
と
の
間
の
父
子
関
係
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
亡
乙
と
亡
Ａ
と

の
間
の
母
子
関
係
が
な
い
こ
と
（
以
下
「
本
件
各
親
子
関
係
」
と
い

う
）
の
確
認
を
求
め
た
。

　

第
一
審
は
、
後
述
す
る
昭
和
六
三
年
最
判
の
理
論
構
成
を
示
し
た
上

で
、
本
件
各
親
子
関
係
の
不
存
在
が
確
定
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
Ｘ
の

身
分
関
係
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
Ｂ
の
遺
産
相

続
に
関
し
て
、
相
続
に
よ
る
財
産
上
の
権
利
義
務
に
関
す
る
限
り
で
本

件
各
親
子
関
係
の
不
存
在
を
主
張
す
れ
ば
足
り
、
親
子
関
係
の
不
存
在

を
確
認
し
、
身
分
関
係
の
存
否
に
関
す
る
効
力
を
第
三
者
に
及
ぼ
す
べ

き
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
訴
え
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
控
訴
。

　

控
訴
審
も
第
一
審
と
ほ
ぼ
同
じ
理
由
に
よ
り
、
訴
え
を
不
適
法
と
し

て
却
下
し
た
た
め
、
Ｘ
が
上
告
受
理
申
立
て
を
行
い
、
受
理
さ
れ
た
の

が
本
件
で
あ
る
。

〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究　

五
四
〕

第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
の
確
認
の
利
益

親
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
事
件

令
和
四
年
六
月
二
四
日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
（
令
和
三
年
（
受
）
第
一
四
六
三
号
）
裁
判
集
民
事
二
六
八
号
三
一
五
頁
、

判
タ
一
五
〇
四
号
三
九
頁
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〔
判　

旨
〕

　

原
判
決
破
棄
、
第
一
審
判
決
取
消
し
、
第
一
審
へ
差
戻
し

　
「
…
…
原
審
は
、
上
記
事
実
関
係
等
の
下
に
お
い
て
、
上
告
人
（
Ｘ
）

は
、
本
件
各
親
子
関
係
が
不
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
身
分
法

上
の
地
位
に
直
接
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
本
件
訴
え
に
つ

き
法
律
上
の
利
益
を
有
し
な
い
と
判
断
し
て
、
こ
れ
を
却
下
す
べ
き
も

の
と
し
た
。

4　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記
判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、
上
告
人
（
Ｘ
）
は
、
亡
甲
及
び
亡
乙

の
孫
で
あ
り
、
亡
Ａ
の
戸
籍
上
の
甥
で
あ
っ
て
、
亡
Ｂ
の
法
定
相
続
人

で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
各
親
子
関
係
が
不
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
亡

Ｂ
の
相
続
に
お
い
て
、
亡
Ａ
の
子
ら
は
法
定
相
続
人
と
な
ら
な
い
こ
と

に
な
り
、
本
件
各
親
子
関
係
の
存
否
に
よ
り
上
告
人
（
Ｘ
）
の
法
定
相

続
分
に
差
異
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
親
子
関
係
の
不
存
在
の
確
認
の

訴
え
を
提
起
す
る
者
が
当
該
訴
え
に
つ
き
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
と

い
う
た
め
に
は
、
当
該
親
子
関
係
が
不
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己

の
身
分
関
係
に
関
す
る
地
位
に
直
接
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
と

解
さ
れ
る
と
こ
ろ
（
最
高
裁
昭
和
…
…
六
三
年
三
月
一
日
第
三
小
法
廷

判
決
・
民
集
四
二
巻
三
号
一
五
七
頁
参
照
）、
法
定
相
続
人
た
る
地
位

は
身
分
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
告
人
（
Ｘ
）
は
、
そ
の
法

定
相
続
分
に
上
記
の
差
異
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
身
分
関
係

に
関
す
る
地
位
に
直
接
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
上
告
人
（
Ｘ
）
は
、
本
件
訴
え
に
つ
き
法
律
上
の

利
益
を
有
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

〔
評　

釈
〕　

判
旨
に
賛
成
す
る

一　

本
判
決
の
意
義

　

人
事
訴
訟
手
続
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
）
に
基
づ
く
大
審
院

時
代
よ
り
、
身
分
関
係
の
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
当
該
身
分
関
係

の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
原
告
に
な
る
こ
と
は
、
法
が
予
定
す
る

と
こ
ろ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
（
旧
法
二
条
二
項
、
二
六
条
参
照
）。

し
か
し
な
が
ら
、
原
告
適
格
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
訴
え
の
利
益
を
必
要
と
す
る
と
し
て
も
、
第
三
者
が
原
告

と
な
る
身
分
関
係
の
確
認
の
訴
え
に
お
い
て
、
何
を
も
っ
て
法
律
上

の
利
益
と
い
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
第
三
者

に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
旧
法
下
よ
り
大

審
院
判
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
本
判
決
も
引
用
す
る
最
三
小
判
昭
和

六
三
年
三
月
一
日
民
集
四
二
巻
三
号
一
五
七
頁）（
（

（
以
下
「
昭
和
六
三

年
最
判
」
と
い
う
）
が
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
登
場
し
た
が
、

そ
の
具
体
的
内
容
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
人
事
訴
訟
法
（
以
下

「
現
行
法
」
と
い
う
）
へ
の
改
正
に
際
し
て
も
、
昭
和
六
三
年
最
判

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
訴
え
の
利
益
を
有
す
る
第
三
者
の
範
囲
に
つ

い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
明
確
な
規
定
を
設
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
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し
て
、
規
定
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る）2
（

。

　

さ
て
、
本
判
決
は
、
引
用
す
る
昭
和
六
三
年
最
判
と
は
異
な
り
、

第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
で
あ
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
そ
の
判
例
の
系
譜
を
調
べ
る
と
、
必
ず
し
も
首
尾
一
貫
し

た
形
で
理
論
形
成
が
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
大
審
院
時

代
に
は
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
の
判
例
法
理
と

交
錯
す
る
状
況
も
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、

本
判
決
は
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
法

律
上
の
利
益
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
を
、
第
三
者
に
よ
る
親
子
関

係
存
否
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
法
律
上
の
利
益
の
有
無
を
判
断
す
る

基
準
と
し
て
も
用
い
る
こ
と
を
示
し
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
で
あ

り
、
今
後
の
実
務
に
与
え
る
影
響
は
少
な
く
な
い
と
考
え
る）3
（

。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
に

お
け
る
訴
え
の
利
益
の
有
無
の
判
断
に
関
す
る
判
例
の
系
譜
を
考
察

し
た
上
で
、
本
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存

否
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
有
無
の
判
断
に
関
す
る
判

例
の
系
譜
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
と
訴
え
の
利
益

1
　
大
審
院
時
代
の
判
例
の
系
譜

　

大
審
院
時
代
の
判
例
は
、
当
初
、
縁
組
当
事
者
の
親
族
で
あ
る
と

い
う
理
由
だ
け
で
は
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
を

認
め
て
お
ら
ず
、
縁
組
無
効
の
判
決
に
よ
り
、
直
ち
に
特
定
の
権
利

を
得
ま
た
は
特
定
の
義
務
を
免
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

解
し
て
い
た
（
い
わ
ゆ
る
「
限
定
説
」）。
し
か
し
、
そ
の
後
、
養
親

子
の
い
ず
れ
か
の
親
族
で
あ
る
か
、
ま
た
は
縁
組
無
効
の
判
決
に
よ

り
直
ち
に
特
定
の
権
利
を
得
ま
た
は
特
定
の
義
務
を
免
れ
る
場
合
の

い
ず
れ
か
で
あ
れ
ば
よ
い
、
と
緩
和
さ
れ
た
。
一
般
的
に
は
、
こ
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る）4
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
大
審
院
の
各
判
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
当

初
の
事
案
で
は
、
当
事
者
が
親
族
で
あ
る
こ
と
の
一
事
の
み
を
も
っ

て
訴
え
の
利
益
あ
り
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
裁
判
所
が
親
族
で

あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
し
て
そ
の
主
張
を
退
け
て
い
る）5
（

。

そ
れ
ゆ
え
、
以
後
、
様
々
な
理
由
を
当
事
者
が
付
加
し
て
き
た
こ
と

か
ら
、
訴
え
の
利
益
を
限
定
的
な
場
合
し
か
認
め
な
い
判
断
基
準
、

す
な
わ
ち
「
縁
組
無
効
の
判
決
に
よ
り
、
直
ち
に
特
定
の
権
利
を
得

ま
た
は
特
定
の
義
務
を
免
れ
る
場
合
」
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
沿
っ
た

形
で
各
事
案
に
つ
い
て
訴
え
の
利
益
を
判
断
し
て
い
る）6
（

。
ま
た
、
緩

和
さ
れ
た
と
す
る
判
例
を
見
る
と
、
確
か
に
、
親
族
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
は
「
縁
組
無
効
の
判
決
に
よ
り
、
直
ち
に
特
定
の
権
利
を
得
ま

た
は
特
定
の
義
務
を
免
れ
る
場
合
」
と
い
う
判
断
法
則
を
示
し
た
こ

と
（
以
下
で
は
「
限
定
緩
和
説
」
と
呼
ぶ
）
か
ら
、
限
定
説
を
変
更
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し
た
よ
う
に
見
え
る）（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
限
定
緩
和
説
の
事
案
を
見

る
と
、
限
定
説
の
判
断
基
準
に
従
っ
た
と
し
て
も
結
論
に
変
わ
り
が

な
い
事
案）（
（

し
か
な
く
、
あ
え
て
そ
こ
で
判
例
を
変
更
し
た
と
ま
で
い

え
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
大
審
院
時
代
の
判
例
に
つ
い
て
、
事
案
の
判
断
に
大

き
な
差
異
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
と
の
評
価）9
（

は
妥
当
で
あ
り
、
変
更

し
た
と
さ
れ
る
判
例
が
、
限
定
説
を
採
用
し
て
い
る
判
例
を
引
用
し

て
い
る
点
か
ら
も
、
大
審
院
の
判
断
基
準
に
大
き
な
違
い
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る）（0
（

。

2
　
最
高
裁
に
お
け
る
判
断
基
準
の
確
立

　

戦
後
、
最
高
裁
は
、
限
定
緩
和
説
と
さ
れ
る
大
審
院
判
例
を
引
用

し
た
上
で
、
親
族
で
あ
る
一
事
を
も
っ
て
訴
え
の
利
益
を
認
め
る
と

す
る
判
例
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
事
案
は
限
定
説
に
基
づ
い
て
も
訴

え
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
そ
の
後
、
第
三
者
に
よ

る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
判
断
基
準

と
し
て
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る
昭
和
六
三
年
最
判
が
登

場
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。「
養
子
縁
組
無
効
の
訴
え
は
養
子

縁
組
の
届
出
に
係
る
身
分
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
対
世
的
に
確

認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
…
…
、
養
子
縁
組
無

効
に
よ
り
、
自
己
の
財
産
上
の
権
利
義
務
に
影
響
を
受
け
る
に
す
ぎ

な
い
者
は
、
そ
の
権
利
義
務
に
関
す
る
限
り
で
の
個
別
的
、
相
対
的

解
決
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
右
権
利
義
務
に
関
す
る

限
り
で
の
縁
組
の
無
効
を
主
張
す
れ
ば
足
り
、
そ
れ
を
超
え
て
他
人

間
の
身
分
関
係
の
存
否
を
対
世
的
に
確
認
す
る
こ
と
に
利
害
関
係
を

有
す
る
も
の
で
は
な
」
く
、「
養
子
縁
組
が
無
効
で
あ
る
と
き
は
原

告
が
民
法
九
五
八
条
の
三
第
一
項
（
現
行
法
九
五
八
条
の
二
第
一

項
）
の
い
わ
ゆ
る
特
別
縁
故
者
と
し
て
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
よ
り

養
親
の
…
…
相
続
財
産
の
分
与
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、

本
件
養
子
縁
組
が
無
効
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
原
告
の
身
分
関
係
に
関

す
る
地
位
が
直
接
影
響
を
受
け
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」。

　

こ
の
昭
和
六
三
年
最
判
の
判
旨
の
意
味
に
つ
い
て
、
調
査
官
解
説）（2
（

は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
、
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効

確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、「
身
分
関
係
の
存
否
は
、
基
本
的
に
は
、

そ
の
当
事
者
の
問
題
で
あ
り
、
第
三
者
が
身
分
関
係
の
存
否
の
確
認

を
求
め
る
に
は
、
身
分
関
係
の
当
事
者
と
は
異
な
る
訴
え
の
利
益
を

要
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
訴
え
が
対
世
的
効
力

を
持
つ
以
上
、
そ
の
認
定
は
誤
り
な
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

弁
論
主
義
や
自
白
法
則
の
制
限
さ
れ
た
人
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
審

理
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
（
真
実
性
の
要
請
）」
と
説
明
す
る
。

そ
の
上
で
「
し
か
し
、
真
実
性
の
要
請
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
誰
も
が

身
分
関
係
の
存
否
に
容
喙
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。



判 例 研 究

5（

し
た
が
っ
て
、
身
分
関
係
の
存
否
確
認
の
訴
え
の
利
益
は
、
身
分
関

係
の
存
否
を
対
世
的
に
確
定
す
る
必
要
の
あ
る
者
に
認
め
る
べ
く

（
そ
の
意
味
で
、
財
産
法
上
の
権
利
、
義
務
の
前
提
と
し
て
身
分
関

係
の
存
否
を
主
張
す
れ
ば
足
る
者
に
訴
え
の
利
益
は
な
い
。）、
見
方

を
か
え
れ
ば
、
身
分
関
係
の
存
否
に
つ
き
原
告
自
身
が
身
分
法
上
の

利
害
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。」
と
述
べ
、

第
三
者
に
よ
る
申
立
て
の
場
合
の
訴
え
の
利
益
の
判
断
基
準
に
つ
い

て
、
限
定
説
に
近
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
大
審
院
判

例
や
原
判
決
と
異
な
り
親
族
要
件
を
課
し
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
、

「
な
お
、
原
判
決
と
異
な
り
、
本
判
決
は
、
訴
え
の
利
益
に
「
親
族
」

で
あ
る
と
の
要
件
を
加
重
し
て
い
な
い
が
、
縁
組
無
効
に
つ
き
個
別

的
に
身
分
法
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
る
場

合
に
は
、
…
…
親
族
以
外
の
第
三
者
が
か
か
る
利
益
を
有
す
る
場
合

は
考
え
難
い
」）（3
（

と
説
明
す
る
。

　

こ
の
昭
和
六
三
年
最
判
に
よ
り
、
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効

確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
訴
え
の
利
益
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は

「
縁
組
無
効
判
決
に
よ
り
自
身
の
身
分
関
係
に
直
接
影
響
を
受
け
る
」

か
否
か
が
基
準
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、
調
査

官
解
説
は
「
本
判
決
…
…
の
「
直
接
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
民
法

八
七
七
条
二
項
に
定
め
る
扶
養
を
命
ず
る
審
判
等
の
何
ら
か
の
手
続

を
経
る
こ
と
な
く
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
縁
組
の
無
効
に
よ
り
直
ち
に
（
現
に
）
権
利
（
相
続
権
）

を
得
、
又
は
義
務
（
扶
養
義
務
）
を
免
れ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る

こ
と
は
、
狭
き
に
過
ぎ
る
と
い
う
べ
く
、
私
と
し
て
は
、
可
能
的
な

も
の
を
含
め
身
分
に
関
す
る
実
定
法
規
に
定
め
る
地
位
（
相
続
、
扶

養
、
婚
姻
制
度
）
又
は
こ
れ
に
関
す
る
権
利
の
行
使
若
し
く
は
義
務

の
履
行
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
と
解
す
る
余
地
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
権
利
・
義
務
へ
の
直
接
的
影

響
を
厳
格
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
身
分
法
に
関
連
す
る
現
在

の
利
害
へ
の
影
響
に
限
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
身
分
関
係
に
関
す
る

社
会
意
識
に
も
副
わ
な
い
事
態
を
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
…
…

訴
え
の
利
益
を
有
す
る
者
は
、
仮
に
係
争
身
分
関
係
に
つ
き
経
済
的

利
害
を
有
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
身
分
関
係
に
関
心
を
持
つ
こ
と

が
社
会
意
識
に
お
い
て
是
認
さ
れ
る
範
囲
の
者
と
考
え
ら
れ
る
」）（4
（

と

説
明
す
る
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
面
が
該
当
す
る

の
か
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
に
よ
る
判
断
基
準

が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
以
後
、
判
例
・
下
級
審
裁
判
例
は
、
昭
和

六
三
年
最
判
で
示
さ
れ
た
判
断
基
準
に
し
た
が
っ
て
個
々
の
事
案
に

つ
い
て
訴
え
の
利
益
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る）（5
（

。

　

こ
の
よ
う
に
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
に
お
け

る
訴
え
の
利
益
に
関
し
て
は
、
大
審
院
の
判
例
の
積
み
重
ね
を
ふ
ま

え
、
昭
和
六
三
年
最
判
に
よ
っ
て
判
断
基
準
が
確
立
し
、
今
日
に



法学研究 96 巻 5 号（2023：5）

5（

至
っ
て
い
る
。
で
は
、
第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え

に
お
け
る
訴
え
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
以
前
に
ど
の
よ
う
な

判
断
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
例

の
系
譜
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

三　

第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
と
訴
え
の
利
益

1
　
大
審
院
時
代
の
判
例
―
―
他
人
間
の
身
分
関
係
確
認
の
訴
え

　

大
審
院
時
代
は
、
第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
だ

け
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
身
分
関
係
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の

利
益
と
し
て
判
例
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
当
初
は
、
親
族
関
係
を
明

確
に
す
る
こ
と
は
親
族
に
属
す
る
者
各
自
の
利
益
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
関
係
に
争
い
が
生
じ
た
場
合
は
法
律
に
反
対
の
規
定
が
存
在
し

な
い
限
り
、
各
親
族
は
そ
の
確
定
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
で
き
る
と

解
し
て
い
た）（6
（

。
し
か
し
、
そ
の
後
、
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効

確
認
の
訴
え
に
関
す
る
判
例）（（
（

を
引
用
し
た
上
で
、
第
三
者
に
よ
る
親

子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
も
、
他
人
間
の
親
子
関
係
不

存
在
の
確
定
に
よ
り
、
直
ち
に
特
定
の
権
利
を
得
ま
た
は
特
定
の
義

務
を
免
れ
る
と
い
う
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
が
、
そ
の
不

存
在
の
確
定
に
つ
い
て
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
場
合
で
あ
る
と
解

し
、
引
用
す
る
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
に
関
す

る
判
例
に
よ
り
、
従
前
の
判
例）（（
（

は
変
更
さ
れ
た
と
の
見
解
を
示
す
判

例
）
（9
（

が
登
場
し
た
。
こ
の
判
例
の
登
場
に
よ
り
、
大
審
院
に
お
い
て
は
、

第
三
者
に
よ
り
身
分
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益

に
関
す
る
判
断
法
理
と
、
第
三
者
に
よ
る
養
子
縁
組
無
効
確
認
の
訴

え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
に
関
す
る
判
断
法
理
は
同
一
に
帰
す
る
こ

と
に
な
り
、
そ
の
後
の
第
三
者
に
よ
る
身
分
関
係
存
否
確
認
の
訴
え

に
関
す
る
判
断
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る）20
（

。
な
お
、
第
三
者
に
よ
る

親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
死
亡
し
て

い
る
場
合
は
人
事
訴
訟
法
に
そ
の
規
程
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
一
貫

し
て
こ
れ
を
不
適
法
と
し
て
い
る）2（
（

。

2
　
最
高
裁
に
お
け
る
議
論

　

戦
後
、
最
高
裁
に
な
っ
て
か
ら
は
、
第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存

否
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
そ
の
判
断
対
象
が
、
過
去
の
法
律
関

係
の
確
認
の
訴
え
の
許
否
に
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
、
最
高
裁

は
、
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
本
人
申
立
で
あ
れ
第

三
者
の
申
立
て
で
あ
れ
、
過
去
の
法
律
関
係
の
確
認
の
訴
え
を
否
定

し
て
い
た）22
（

。
そ
の
後
、
父
母
ま
た
は
子
の
一
方
の
死
亡
後
に
お
け
る

検
察
官
を
相
手
方
と
す
る
本
人
申
立
て
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確
認

の
許
否
に
つ
い
て
、
最
大
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
五
日
民
集
二
四
巻

七
号
八
六
一
頁）23
（

（
以
下
「
大
法
廷
判
決
」
と
い
う
）
に
よ
る
判
例
変

更
が
な
さ
れ
た
。
大
法
廷
判
決
は
、
過
去
の
親
子
関
係
が
身
分
関
係
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の
基
本
で
あ
り
、
現
在
の
法
律
上
の
紛
争
解
決
の
た
め
に
必
要
で
あ

れ
ば
、
確
定
判
決
に
よ
り
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
利
益
が
認
め

ら
れ
る
、
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
こ
の
大
法
廷
判
決
に
よ
り
、
過

去
の
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
も
、
訴
え
の
利
益
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
第
三
者
申
立
て
に
よ
る
過
去
の
親
子
関
係

の
存
否
確
認
の
訴
え
に
お
い
て
も
、
大
法
廷
判
決
を
引
用
し
て
、
訴

え
の
許
否
を
判
断
す
る
判
例
・
下
級
審
裁
判
例
が
登
場
す
る
こ
と
と

な
っ
た）24
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
同
時
に
、
第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴

え
に
つ
い
て
、
過
去
の
法
律
関
係
の
確
認
の
許
否
か
ら
離
れ
、
第
三

者
に
つ
い
て
訴
え
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
判
断
を
示
す
判
例
・
裁
判
例
も
登
場
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
第
三
者

に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
大
審
院
時
代
に
示

さ
れ
た
限
定
緩
和
説
に
よ
り
そ
の
適
否
を
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ

り
、
姻
族
で
し
か
な
い
こ
と
を
理
由
に
法
律
上
直
接
の
利
害
関
係
無

し
と
す
る
も
の）25
（

、
当
該
親
子
関
係
の
不
存
在
に
よ
り
直
接
に
特
定
の

権
利
を
得
ま
た
は
特
定
の
義
務
を
免
れ
る
場
合
に
あ
た
ら
な
い
と
す

る
も
の）26
（

、
権
利
の
濫
用
に
あ
た
る
場
合
は
親
族
で
あ
っ
て
も
確
認
の

訴
え
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の）2（
（

、
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
判
例
の
系
譜
の
中
で
、
本
判
決
が
第
三
者
に
よ
る
養

子
縁
組
無
効
確
認
の
訴
え
に
関
す
る
昭
和
六
三
年
最
判
を
引
用
し
た

上
で
、
そ
の
判
断
基
準
に
よ
り
、
第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確

認
の
訴
え
に
お
け
る
法
律
上
の
利
益
の
有
無
を
判
断
し
た
点
が
、
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ

と
と
す
る
。

四　

検
討

　

大
法
廷
判
決
が
示
す
よ
う
に
、
父
母
ま
た
は
子
の
一
方
ま
た
は
そ

の
双
方
が
死
亡
し
た
後
に
そ
の
存
否
を
確
認
す
る
こ
と
は
過
去
の
法

律
関
係
の
確
認
で
あ
っ
て
、
そ
の
確
認
が
現
在
の
法
律
上
の
紛
争
を

解
決
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
、
訴
え
の
利
益
を
認
め
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
訴
え
が
、
生
存
す
る
当
事
者
に

よ
る
確
認
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
双
方
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
第

三
者
に
よ
っ
て
確
認
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
場
合
も
当
然
に
想
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
第
三
者
が
過
去
の
法
律
関
係
で

あ
る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
に
、
現
在
の
法

律
上
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、

訴
え
の
利
益
を
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
が
、
問
題
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

　

昭
和
六
三
年
最
判
の
調
査
官
解
説
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
①
身
分

関
係
の
存
否
は
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
当
事
者
の
問
題
で
あ
り
、
第

三
者
が
身
分
関
係
の
存
否
の
確
認
を
求
め
る
に
は
、
身
分
関
係
の
当
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事
者
と
は
異
な
る
訴
え
の
利
益
を
要
す
る
こ
と
、
②
身
分
関
係
存
否

確
認
の
訴
え
が
対
世
的
効
力
を
持
つ
以
上
、
そ
の
認
定
は
誤
り
な
き

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
弁
論
主
義
や
自
白
法
則
の
制
限
さ
れ
た

人
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
こ
と
（
真

実
性
の
要
請
）、
③
真
実
性
の
要
請
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
誰
も
が

身
分
関
係
の
存
否
に
容
喙
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
、
第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
の
適
否
に
お

い
て
も
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
身
分
関
係
の
存

否
確
認
の
訴
え
の
利
益
は
、
身
分
関
係
の
存
否
を
対
世
的
に
確
定
す

る
必
要
の
あ
る
者
に
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
財
産
法
上
の
権
利
、

義
務
の
前
提
と
し
て
身
分
関
係
の
存
否
を
主
張
す
れ
ば
足
り
る
者
に

訴
え
の
利
益
は
な
い
と
す
る
昭
和
六
三
年
最
判
の
考
え
方
は
、
第
三

者
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
に
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
親
子
関
係
の
存
否
に
つ
き
、
第
三
者
自
身
が
身
分
法

上
の
利
害
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
要
件
が
、
大
法
廷

判
決
の
示
し
た
判
断
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
も
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
、
本
判
決
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
必
要
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。

　

思
う
に
、
大
法
廷
判
決
の
要
件
で
あ
れ
ば
、
財
産
上
の
権
利
・
義

務
関
係
に
関
す
る
訴
え
で
あ
っ
て
も
、
現
在
の
法
律
上
の
紛
争
を
解

決
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
第
三
者
に
訴
え
の

利
益
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
昭
和
六
三
年
最
判
を
引
用

し
た
本
判
決
の
示
し
た
見
解
は
、
第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
存
否
確

認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
よ
り
厳
格
な
要
件
を
課
し
た
も
の
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
身
分
関
係
確
認
の
訴
え
が
対
世
的
効
力
を
持
つ

こ
と
、
真
実
性
の
要
請
が
あ
る
も
の
の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
広

く
訴
え
の
利
益
を
認
め
る
こ
と
は
身
分
関
係
の
安
定
を
損
な
う
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
判
決
が
昭
和
六
三
年
判
決
を
引

用
し
、
よ
り
厳
格
な
要
件
に
よ
り
訴
え
の
利
益
を
判
断
す
べ
き
と
し

た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
判
決
に
よ
り
、
第
三
者
に
よ

る
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
判
断
基
準

は
、
大
法
廷
判
決
の
示
し
た
判
断
基
準
が
内
包
さ
れ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
昭
和
六
三
年
判
決
の
判
断
基
準
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
と

統
一
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

五　

本
判
決
の
結
論
に
つ
い
て

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
判
決
の
結
論
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行

う
。「
相
続
分
」
の
持
つ
意
味
が
、
相
続
財
産
に
対
す
る
共
有
持
分

と
い
う
権
利
性
だ
け
で
な
く
、
相
続
分
に
応
じ
て
被
相
続
人
の
権
利

義
務
を
承
継
す
る
地
位
を
付
与
さ
れ
る
点
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、

法
定
相
続
分
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
は
、
単
に
財
産
上
の
地
位
に
差

異
が
発
生
す
る
だ
け
で
な
く
、
身
分
関
係
上
の
地
位
に
も
差
異
が
生
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じ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
え
の
利
益
を
認
め
た
の
は
、
妥

当
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

（
（
）　

評
釈
等
と
し
て
、
林
屋
礼
二
「
判
批
」
判
評
三
五
八
号
五
七
頁

（
一
九
八
八
）、
本
間
靖
規
「
判
批
」
民
商
一
〇
〇
巻
三
号
一
三
二
頁

（
一
九
八
九
）、
西
澤
宗
英
「
判
批
」
法
研
六
二
巻
六
号
一
二
五
頁

（
一
九
八
九
）、
小
林
秀
之
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
臨
増
九
三
五
号
一
一
六

頁
（
一
九
八
九
）、
西
野
喜
一
「
判
批
」
判
タ
七
〇
六
号
一
五
二
頁

（
一
九
八
九
）、
富
越
和
厚
「
判
解
」
曹
時
四
一
巻
四
号
八
七
頁
（
一

九
八
九
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）　

小
野
瀬
厚
＝
岡
健
太
郎
『
一
問
一
答
新
し
い
人
事
訴
訟
制
度
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
）
六
〇
頁
。

（
3
）　

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
八
木
敬
二
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
臨
増
一

五
八
三
号
一
〇
六
頁
（
二
〇
二
三
）、
畑
宏
樹
「
判
批
」
新
・
判
解

W
atch

民
訴
法
№
一
四
二
（
二
〇
二
二
）、
堀
清
史
「
判
批
」
法
教

五
〇
六
号
一
四
八
頁
（
二
〇
二
二
）
が
あ
る
。

（
4
）　

富
越
・
前
掲
註（
（
）九
一
頁
参
照
。

（
5
）　

大
判
昭
和
三
年
六
月
二
九
日
新
聞
二
八
八
八
号
九
頁
。

（
6
）　

大
判
昭
和
七
年
二
月
一
九
日
新
聞
三
三
七
九
号
九
頁
、
大
判
昭

和
七
年
三
月
二
五
日
新
聞
三
三
九
五
号
一
四
頁
、
大
判
昭
和
九
年
一

〇
月
九
日
新
聞
三
七
六
六
号
一
一
頁
、
大
判
昭
和
一
〇
年
一
二
月
二

四
日
新
聞
三
九
四
〇
号
九
頁
。

（
（
）　

大
判
昭
和
一
一
年
一
〇
月
二
三
日
民
集
一
五
巻
二
一
号
一
八
六

五
頁
。
評
釈
と
し
て
、
斎
藤
秀
夫
「
判
批
」
法
協
五
五
巻
四
号
一
四

一
頁
（
一
九
三
七
）
が
あ
る
。

（
（
）　

大
判
昭
和
一
四
年
一
二
月
八
日
新
聞
四
五
一
二
号
九
頁
、
大
判

昭
和
一
五
年
一
二
月
一
九
日
判
決
全
集
八
輯
九
号
三
頁
。

（
9
）　

富
越
・
前
掲
註（
（
）九
一
頁
。

（
（0
）　

具
体
的
に
は
、
大
判
昭
和
一
四
年
一
二
月
八
日
・
前
掲
註（
（
）

が
、
大
判
昭
和
一
一
年
一
〇
月
二
三
日
・
前
掲
註（
（
）を
引
用
し
た

上
で
、
こ
れ
に
よ
り
こ
れ
ま
で
の
判
例
を
変
更
し
た
と
判
示
し
て
い

る
が
、
大
判
昭
和
一
一
年
一
〇
月
二
三
日
・
前
掲
註（
（
）は
、
そ
の

判
旨
で
大
判
昭
和
一
〇
年
一
二
月
二
四
日
・
前
掲
註（
6
）を
引
用
し

て
い
る
関
係
に
あ
る
。
推
測
で
し
か
な
い
が
、
大
判
昭
和
一
一
年
一

〇
月
二
三
日
・
前
掲
註（
（
）の
判
旨
で
「
親
族
又
ハ
」
と
述
べ
て
い

る
箇
所
が
単
な
る
誤
記
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
（（
）　

最
二
小
判
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
〇
日
判
時
五
四
六
号
六
九
頁
。

評
釈
と
し
て
、
飯
倉
一
郎
「
判
批
」
国
学
院
七
巻
一
号
一
二
一
頁

（
一
九
六
九
）
が
あ
る
。

（
（2
）　

富
越
・
前
掲
註（
（
）参
照
。

（
（3
）　

同
・
九
五
―
九
六
頁
。

（
（4
）　

同
・
九
六
―
九
七
頁
。

（
（5
）　

昭
和
六
三
年
最
判
以
後
の
判
例
と
し
て
、
最
三
小
判
平
成
三
一

年
三
月
五
日
裁
判
集
民
事
二
六
一
号
七
五
頁
（
評
釈
と
し
て
、
酒
井

一
「
判
批
」
法
教
四
六
六
号
一
二
五
頁
（
二
〇
一
九
）、
田
頭
章
一

「
判
批
」
ジ
ュ
リ
臨
増
一
五
四
四
号
一
一
八
頁
（
二
〇
二
〇
）、
今
津
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綾
子
「
判
批
」
リ
マ
ー
ク
ス
六
一
号
一
一
四
頁
（
二
〇
二
〇
）
な

ど
）
が
あ
る
。
ま
た
、
下
級
審
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
和
六

三
年
八
月
三
一
日
判
タ
六
九
四
号
一
六
一
頁
、
大
阪
高
判
平
成
四
年

五
月
二
七
日
判
タ
八
〇
三
号
二
五
一
頁
（
評
釈
と
し
て
、
矢
田
廣
高

「
判
批
」
判
タ
八
五
二
号
一
四
〇
頁
（
一
九
九
四
））、
大
阪
高
判
平

成
二
一
年
五
月
一
五
日
判
時
二
〇
六
七
号
四
二
頁
（
評
釈
と
し
て
、

青
木
哲
「
判
批
」
リ
マ
ー
ク
ス
四
二
号
一
一
四
頁
（
二
〇
一
一
）、

齊
藤
研
一
郎
「
判
批
」
別
冊
判
タ
三
二
号
一
七
四
頁
（
二
〇
一
一
）

な
ど
）
が
あ
る
。

（
（6
）　

大
判
昭
和
六
年
九
月
三
〇
日
新
聞
三
三
二
二
号
七
頁
。
本
件
は
、

姪
が
伯
母
を
相
手
方
と
し
て
、
長
女
で
な
く
三
女
で
あ
る
こ
と
の
確

認
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）　

大
判
昭
和
七
年
三
月
二
五
日
・
前
掲
註（
6
）。

（
（（
）　

大
判
昭
和
六
年
九
月
三
〇
日
・
前
掲
註（
（6
）。

（
（9
）　

大
判
昭
和
一
三
年
五
月
二
三
日
新
聞
四
二
八
九
号
九
頁
。
本
件

は
、
甥
ら
が
、
家
督
相
続
人
で
あ
る
伯
父
と
祖
父
母
と
の
間
の
親
子

関
係
の
不
存
在
確
認
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

（
20
）　

大
判
昭
和
一
三
年
七
月
二
六
日
新
聞
四
三
二
三
号
一
〇
頁
。
本

件
は
、
分
家
無
効
確
認
の
訴
え
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
法
理
を
踏
襲

し
て
い
る
も
の
の
、
訴
え
の
目
的
が
、
家
督
相
続
回
復
請
求
の
前
提

と
し
て
兄
弟
関
係
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
そ

の
存
否
確
認
の
訴
え
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
て

い
る
。

（
2（
）　

大
判
昭
和
一
五
年
七
月
一
九
日
新
聞
四
五
九
七
号
一
二
頁
、
大

判
昭
和
一
九
年
三
月
七
日
大
審
院
民
集
二
三
巻
一
三
七
頁
。

（
22
）　

最
三
小
判
昭
和
三
四
年
五
月
一
二
日
民
集
一
三
巻
五
号
五
七
六

頁
（
評
釈
等
と
し
て
、
中
村
英
郎
「
判
批
」
判
評
二
〇
号
一
三
頁

（
一
九
五
九
）、
山
木
戸
克
己
「
判
批
」
民
商
四
一
巻
四
号
一
三
一
頁

（
一
九
六
〇
）、
北
村
良
一
「
判
解
」
曹
時
一
一
巻
七
号
八
一
頁
（
一

九
五
九
）
な
ど
）
は
、
親
子
双
方
死
亡
後
に
子
の
実
父
母
が
検
察
官

を
相
手
方
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
事
例
で
あ
る
。
最
一
小
判
昭
和

四
二
年
一
月
二
六
日
民
集
二
一
巻
一
号
三
四
頁
（
評
釈
と
し
て
、
加

藤
令
造
「
判
批
」
民
商
五
七
巻
二
号
五
九
頁
（
一
九
六
七
）、
新
堂

幸
司
「
判
批
」
法
協
八
五
巻
二
号
一
〇
一
頁
（
一
九
六
八
）、
清
水

暁
「
判
批
」
法
研
四
一
巻
八
号
一
〇
〇
頁
（
一
九
六
八
）、
川
嵜
義

徳
「
判
解
」
曹
時
一
九
巻
四
号
一
五
七
頁
（
一
九
六
七
））
は
、
父

の
死
亡
後
に
、
戸
籍
上
の
母
親
が
子
を
相
手
方
と
し
て
嫡
出
親
子
関

係
不
存
在
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
、
そ
の
訴
訟
係
属
中
に
、
子
が
戸

籍
上
の
母
親
を
相
手
方
と
し
て
父
子
関
係
確
認
を
求
め
る
反
訴
を
提

起
し
た
事
例
で
あ
る
。

（
23
）　

本
判
決
の
評
釈
等
と
し
て
、
鈴
木
正
裕
「
判
批
」
民
商
六
四
巻

五
号
一
〇
九
頁
（
一
九
七
一
）、
豊
泉
貫
太
郎
「
判
批
」
法
研
四
四

巻
一
二
号
八
七
頁
（
一
九
七
一
）、
伊
東
乾
「
判
批
」
別
冊
ジ
ュ
リ

三
六
号
八
八
頁
（
一
九
七
二
）、
鍛
冶
良
堅
「
判
批
」
論
叢
四
六
巻

二
＝
三
号
一
二
三
頁
（
一
九
七
三
）、
上
田
徹
一
郎
「
判
批
」
別
冊

ジ
ュ
リ
四
〇
号
一
二
三
頁
（
一
九
七
三
）、
谷
口
安
平
「
判
批
」
法
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セ
ミ
二
二
六
号
一
三
二
頁
（
一
九
七
四
）、
野
田
宏
「
判
解
」
曹
時

二
三
巻
八
号
二
六
八
頁
（
一
九
七
一
）
な
ど
が
あ
る
。

（
24
）　

最
一
小
判
昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
日
民
集
三
五
巻
七
号
一
一
一

三
頁
（
評
釈
等
と
し
て
、
鈴
木
正
裕
「
判
批
」
民
商
八
六
巻
六
号
一

一
二
頁
（
一
九
八
二
）、
坂
原
正
夫
「
判
批
」
法
研
五
五
巻
一
一
号

七
一
頁
（
一
九
八
二
）、
吉
村
徳
重
「
判
批
」
判
タ
五
〇
五
号
二
一

四
頁
（
一
九
八
三
）、
太
田
豊
「
判
解
」
曹
時
三
五
巻
八
号
一
五
九

頁
（
一
九
八
三
）
な
ど
）、
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
一
〇
月
二
九
日

判
時
一
二
一
三
号
九
二
頁
（
評
釈
と
し
て
、
佐
藤
義
彦
「
判
批
」
法

セ
ミ
三
九
二
号
九
七
頁
（
一
九
八
七
）、
林
伸
太
郎
「
判
批
」
法
学

五
三
巻
一
号
一
四
八
頁
（
一
九
八
九
））
な
ど
。

（
25
）　

東
京
高
判
昭
和
五
五
年
三
月
二
四
日
高
民
集
三
三
巻
一
号
六
一

頁
（
評
釈
と
し
て
、
小
山
昇
「
判
批
」
判
評
二
六
三
号
二
〇
〇
頁

（
一
九
八
一
））。

（
26
）　

東
京
地
判
平
成
一
〇
年
六
月
一
五
日
判
タ
一
〇
三
〇
号
二
六
三

頁
。

（
2（
）　

最
三
小
判
平
成
九
年
三
月
一
一
日
裁
判
集
民
事
一
八
二
号
一
頁

（
評
釈
と
し
て
、
梶
村
太
一
「
判
批
」
判
タ
九
七
八
号
一
二
二
頁

（
一
九
九
八
）、
松
倉
耕
作
「
判
批
」
判
タ
九
六
五
号
七
六
頁
（
一
九

九
八
）
な
ど
）、
最
三
小
判
平
成
一
〇
年
八
月
三
一
日
判
時
一
六
五

五
号
一
二
八
頁
（
評
釈
と
し
て
、
佐
藤
義
彦
「
判
批
」
リ
マ
ー
ク
ス

一
九
号
六
八
頁
（
一
九
九
九
）、
東
條
宏
・
佐
藤
克
則
「
判
批
」
判

タ
一
〇
三
六
号
一
五
〇
頁
（
二
〇
〇
〇
）
な
ど
）、
最
二
小
判
平
成

一
八
年
七
月
七
日
民
集
六
〇
巻
六
号
二
三
〇
七
頁
（
評
釈
等
と
し
て
、

中
川
高
男
「
判
批
」
民
商
一
三
六
巻
二
号
二
五
三
頁
（
二
〇
〇
七
）、

二
宮
周
平
「
判
批
」
判
タ
一
二
四
一
号
四
四
頁
（
二
〇
〇
七
）、
水

野
紀
子
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
臨
増
一
三
三
二
号
八
七
頁
（
二
〇
〇
七
）、

若
林
昌
子
「
判
批
」
別
冊
判
タ
二
二
号
五
〇
頁
（
二
〇
〇
八
）、
太

田
晃
評
「
判
解
」
曹
時
六
一
巻
五
号
一
九
五
頁
（
二
〇
〇
九
）
な

ど
）。
な
お
最
三
小
判
平
成
一
〇
年
八
月
三
一
日
の
匿
名
コ
メ
ン
ト

で
は
、
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
存
し

な
い
限
り
、
第
三
者
は
親
子
関
係
の
存
否
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
考
え
方
を
伝
統
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
判
時
一

六
五
五
号
一
三
〇
頁
参
照
）。

［
付
記
］　

本
評
釈
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
上
告
代
理
人
で
あ
る

藤
岡
諒
弁
護
士
、
お
よ
び
所
属
さ
れ
て
い
る
坂
元
・
黒
沢
法
律
事
務

所
よ
り
、
一
審
、
二
審
判
決
お
よ
び
事
案
の
詳
細
に
つ
い
て
、
多
大

な
ご
助
力
を
得
た
。
あ
ら
た
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

小
原　

将
照


