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料 ii

親
族
扶
養
の
法
的
性
格
に
関
ナ
る
一
試
論

一
、
は
し
が
き

二
、
扶
養
意
識
か
ら
み
た
親
族
扶
養
の
実
態

三
、
親
扶
養
の
法
的
根
拠

ぴ

四
、
む

す

は
し
が
き

、.、，、.、.

二
疋
の
親
族
聞
に
お
け
る
法
的
関
係
日

近
代
家
族
法
は
、
親
族
扶
養
を
、

m
V
M
ゆ
僻
い
川
九
山
静
称
静
払
伊
鳳
即
応
附
と
し
て
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
着
目
す

る
限
り
、
親
族
扶
養
は
、
一
応
近
代
法
的
制
度
と
し
て
の
型
態
を
そ
な
え
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
親
族
扶
養
が
そ
れ

、.、.

自
体
の
う
ち
に
近
代
法
的
な
性
絡
を
具
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

、.、，、.、，、.、，

何
故
な
ら
、
親
族
扶
養
は
そ
の
言
葉
が
示
す
如
く
一
定
の
親
族
聞
の
扶
養
な

薮

重

夫

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
近
代
法
的
性
格
が
云
々
さ
れ
る
か
ら
に
は

先
ず
、
そ
の
特
定
親
族
聞
の
法
的
関
係
た
る
こ
と
の
近
代
法
的
根
拠
が
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
親
族
扶
養
の
近
代
法
的
根
拠

が
奈
辺
に
あ
る
か
は
、
今
日
依
然
と
し
て
不
明
確
な
問
題
で
あ
る
。

、.、.，、.、.、.、.、.、.

民
法
に
よ
れ
ば
、
一
定
の
親
族
は
、
親
族
で
あ
る
が
放
に
法
律
上
扶
養
の

義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
(
民
法
八
七
七
条
ー
し
た
が
っ
て
、
何
故
一
定
の

親
族
が
扶
養
の
義
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
根
拠
は
、
何
よ
り
も

先
ず
、
こ
れ
を
親
族
関
係
自
体
の
う
ち
に
求
め
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
従
来
に
お
い
て
も
、
親
族
扶
養
の
法
的
根
拠
を

さ
ぐ
ら
ん
と
す
る
試
み
は
、
主
と
し
て
親
族
関
係
の
う
ち
に
問
題
の
解
決
を

求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
法
的
根
拠
は
少
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
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合
理
的
根
拠
を
見
出
す
こ
と
の
困
難
さ
の
故
に
、
却
っ
て
親
族
扶
養
の
近
代



法
的
根
拠
を
否
定
す
る
結
論
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
即

ち
親
族
扶
養
は
「
血
縁
的
愛
情
を
基
と
し
、
ま
た
残
存
す
る
家
族
制
度
的
関

係
、
も
し
く
は
家
族
制
度
的
道
徳
観
の
追
憶
に
依
拠
」
す
る
制
度
で
あ
る
と

い
い
、
或
ば
「
親
族
扶
養
の
義
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
限
度
で
、
観
念
的
に

せ
よ
親
族
共
同
生
活
態
の
存
在
が
法
的
に
承
認
さ
れ
、
そ
の
限
度
で
生
活
共

同
の
義
務
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
外
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

(
Z
U
 

か
」
と
い
い
、
戒
は
「
当
然
な
少
な
く
と
も
重
要
な
理
由
を
見
出
し
得
な
い

に
も
拘
わ
ら
ず
、
現
在
に
お
い
て
は
「
止
む
を
得
な
い
も
の
」
と
し
て
、
た

げ
た
過
去
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
か
ら
、

一
定
親
族
に

扶
養
義
務
を
負
わ
し
め
て
い
る
と
考
え
る
他
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
M
〕

と
い
い
、
或
は
更
に
「
ζ

れ
を
親
族
の
負
担
に
ゆ
だ
ね
て
、
も
し
怪
し
ま
な

け
れ
ば
、
そ
れ
は
『
家
』
と
い
う
親
族
団
体
の
存
在
な
い
し
機
能
を
、
懐
疑

す
る
こ
と
な
く
是
認
し
て
い
た
、
旧
法
時
代
に
培
養
さ
れ
た
考
え
万
の
惰
性

と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
と
し
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
性
格
を
前
近
代
的
な
も
の

の
中
に
抱
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

、、

親
族
扶
養
が
家
族
制
度
の
残
映
に
依
拠
し
た
制
度
で
あ
る
と
す
る
右
の
指

摘
は
確
か
に
正
し
い
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
の
指
摘
だ
け
か
ら
直
ち
に
、
親

族
扶
養
と
い
、
う
法
制
度
の
前
近
代
的
な
性
格
を
結
論
.
つ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ

、，、.

な
い
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
た
と
え
旧
制
度
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
に

せ
よ
、
そ
れ
が
、
民
法
の
規
定
す
る
如
く
、
現
実
に
も
近
代
的
法
律
関
係
と

し
て
機
能
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
又
、
そ
の
制
度
と
し
て
の
存
在
意
義
が

近
代
社
会
の
要
求
に
現
実
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を

近
代
的
な
法
制
度
で
あ
る
と
見
倣
す
こ
と
は
一
向
差
支
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
体
、
親
族
扶
養
は
、
現
実
に
も
近
代
的
な
法
律
関
係
た
り
得
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

叉
、
法
制
度
と
し
て
の
親
族
扶
養
は
、
近
代
社
会
の
知
何
な
る
要
請
を
満

た
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
、
親
族
扶
養
が
現
実
に
法
的
な
関
係
た
り
得
な
い
も
の
と
す
る
な
ら

こ
の
こ
と
と
、
そ
の
制
度
と
し
て
の
存
在
意
義
と
は
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ

く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
何
等
か
の
関
係
が
な
い
の
か
、
あ
る
の
か
。

木
稿
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
を
通
し
て
、
家
庭
裁
判
所
に
あ
ら
わ
れ
た
扶
'

養
ケ
1

ス
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
親
族
扶
養
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
扶
養
ケ
l
ス
だ
け
に
よ
っ
て
こ
の

よ
う
な
問
題
が
充
分
に
明
ら
か
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
に
資
料
的

限
界
の
存
在
す
る
こ
と
は
痛
感
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
試
論
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。

(4) (3) (2) (1) 

中
川
「
民
法
大
要
L

親
族
法
・
相
続
法
一
五
八
頁

中
川
編
「
註
釈
親
放
法
」
(
下
)
三
二
八
頁
(
註
釈
、
於
保
)

阿
部
「
親
族
的
扶
養
の
性
格
」

H
法
学
一
八
巻
一
号
九
一
頁

我
妻
・
立
石
「
親
族
法
・
相
続
法
」
(
日
評
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
)
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=
一
四
六
頁

矧
資
料
は
、
昭
和
二
六
・
二
七
・
二
八
の
三
倍
年
に
わ
た
り
、
札
幌
家

庭
裁
判
所
で
処
理
さ
れ
た
調
停
事
件
の
記
録
調
書
か
ら
得
た
。
別
表
1

2
・8
・4
を
参
照
さ
れ
た
い
。

扶
養
意
識
か
ら
み
た
親
族
扶
養
の
実
態

親
族
扶
養
が
そ
の
法
的
構
成
の
如
く
現
実
に
近
代
的
な
法
律
関
係
た
り
得

る
か
否
か
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
有
力
な
手
が
か
り
を
与
え

る
も
の
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
扶
養
意
識
の
実
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
扶
養

が
法
的
な
権
利
・
義
務
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
親
族
扶
養

が
個
人
対
個
人
の
権
利
義
務
関
係
た
り
得
る
か
否
か
を
決
定
す
べ
ぎ
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
こ
の
間
過
を
、
扶
養
が

請
求
さ
れ
る
場
合
の
意
識
を
と
お
し
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
扶
養
意
識
の
考
察
に
当
っ
て
看
過
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の

は
日
本
的
社
会
結
合
の
特
殊
性
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
わ
が
国
の
社
会
は

そ
の
す
み
ず
み
に
至
る
ま
で
家
族
共
同
体
・
同
族
集
団
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の

共
同
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
殊
に
過
小
且
民
主
零
細
商
工
業
の
広
汎

な
残
前

r、
農
民
、
労
仇
者
、
小
市
民
の
極
度
に
低
い
生
活
水
準
と
相
倹
っ

て
、
個
人
が
家
族
か
ら
自
立
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
家
族
共
同
体
の
解
体

、
を
さ
ま
た
げ
て
い
~
記
。
だ
が
司
か
か
る
家
族
共
同
体
の
広
汎
な
存
在
が
た
と

，. 
え
日
本
の
社
会
的
現
実
で
あ
り
、
そ
こ
で
い
と
な
ま
れ
て
い
る
扶
養
が
日
本

に
お
け
る
親
族
扶
養
の
ノ
ー
マ
ル
な
形
態
で
あ
る
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

れ
を
も
っ
て
考
察
の
対
象
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な

ら
、
近
代
法
に
お
い
て
は
、
扶
養
は
独
立
の
生
活
単
位
を
構
成
す
る
個
人
‘
対

個
人
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
生
活
共
同
体
と
し

て
の
家
が
解
体
せ
る
場
合
の
扶
養
こ
そ
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問

題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
芯
味
に
お
い
て
、
扶
養
ケ
ー

ス
を
取
扱
う
に
し
て
も
、
日
本
的
な
家
族
共
同
体
の
ほ
部
で
い
と
な
ま
れ
る

扶
養
と
、
相
互
に
解
体
せ
る
生
活
関
係
の
間
一
じ
行
J

は
わ
れ
る
扶
養
と
を
分
け

て
み
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
要
扶
養

状
態
を
生
ず
る
以
前
侃
お
け
る
申
立
人
と
被
申
立
人
の
生
活
関
係
に
着
目
し

て
、
従
前
か
ら
生
活
関
係
を
共
同
に
し
て
ぎ
た
場
合
と
具
に
し
て
き
た
場
合

の
意
識
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

〔
扶
養
請
求
件
数

l
扶
養
の
分
担
を
請
求
せ
る
も
の
二
件
を
除
く
l

一

六
件
の
う
ち
一
一
件
ま
で
は
、
今
ま
で
共
同
生
消
関
係
の
中
で
扶
養
を
う

け
て
き
た
者
が
そ
こ
か
ら
閉
め
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
し
て
ゆ
け

な
く
な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
応
対

し
て
、
従
来
生
活
関
係
を
異
に
し
て
き
た
親
族
聞
の
請
求
は
六
件
お
甘
え

- 83ー

て
い
る
〕
。

先
ず
、
共
同
生
活
関
係
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
申
立
人
(
以



下
申
立
人
を
X
、
被
申
立
人
を
Y
と
称
す
る
〉
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
.
要

約
す
る
と
大
略
弐
の
知
く
で
あ
る
。

ω
(
X
は
実
父
、

Y
は
長
男
。

X
は
Y
の
妻
と
折
合
が
惑
く
家
出
し
た
)

「

Y
は
長
男
で
あ
る
か
ら
、
日
本
古
来
の
道
徳
を
以
て
す
れ
ば
当
然
自

分
を
扶
養
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
長
い
間
養
育
し
て
く
れ
た
親
に
対
し

大
義
を
弁
え
ざ
る
誤
っ
た
時
代
思
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
誤
り

を
匡
正
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
」

間

(
X
は
実
母
、

Y
は
ご
男
で
長
男
は
以
前
に
死
亡
。

Y
夫
婦
は

X
と
折

合
が
悪
く
家
出
、

X
は
頭
の
悪
い
一
長
女
及
ぴ
月
収
二
千
円
の
五
男
と
暮

ら
し
て
い
る
)

「

Y
は
X
の
養
育
を
受
け
て
き
た
の
に
そ
の
棄
と
一
緒
に
な
っ
て

X
を

冷
遇
、
そ
の
あ
げ
く
遂
に
家
出
し
て
し
ま
っ
た
。

X
は
老
齢
の
身
で
到

底
的
け
な
い
、
一
家
三
人
が
生
活
不
能
の
状
態
に
あ
る
o
」

同

(
X
等
は
実
父
母
、

Y
は
=
一
男
、
長
男
ご
男
は
死
亡
し
た
〉

「

Y
は
家
を
出
て
行
な
っ
た
な
り
全
然
両
親
を
顧
み
よ
う
と
し
な
い
。

X
等
は
老
齢
で
Y
よ
り
扶
養
を
受
け
ざ
れ
ば
路
頭
に
迷
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
困
窮
を
極
め
る
状
態
に
あ
る
か
ら
、
恐
縮
な
が
ら
調
停
を
申
立
て

た
次
第
。
」

帥

(
X
は
実
母
、

Y
は
=
一
女
)

「

X
は
Y
か
ら
邪
魔
物
あ
っ
か
い
を
受
け
、
い
た
た
ま
れ
ず
家
を
出
た
。

Y
の
恩
義
を
忘
れ
た
摂
舞
に
対
し
て
調
停
を
申
立
て
た
次
第
。
」

日

(
X
は
養
母
、

Y
は
養
子
。

X
は
Y
の
一
安
と
折
合
が
悪
く
家
出
)

「

Y
を
幼
少
の
頃
よ
り
養
育
す
べ
く
懸
命
に
努
力
し
て
き
た
の
に
、
そ

の
甲
斐
も
な
く
追
出
さ
れ
た
。
」

同

(
X
は
養
父
、

Y
は
養
子
で
医
師
。

Y
は
X
に
対
し
毎
月
仕
送
り
を
す

る
話
合
の
上
で
そ
の
妻
と
共
に
別
居
し
た
)

「

X
は
か
つ
て
奉
公
人
で
あ
っ
た
Y
を
養
子
に
し
て
育
て
こ
れ
を
専
門

学
校
に
ま
で
入
れ
て
教
育
を
受
け
さ
せ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最

近
仕
送
り
を
し
よ
う
と
し
な
い
。

X
は
老
後
の
こ
と
で
も
あ
り
生
活
が

困
窮
し
た
の
で
再
三
仕
送
り
方
を
懇
請
し
た
が
Y
は
こ
れ
に
応
じ
よ
う

と
し
な
い
。
」

的

(
X
は
祖
母
、

Y
は
X
の
長
女
の
長
男
。

Y
の
母
は
死
亡
し
、
父
は
Y

を
X
K
預
け
て
再
婚
し
た
)

「

X
は
Y
を
自
分
の
太
当
の
子
と
考
え
て
養
育
し
て
き
た
の
に
、

Y
と

Y
の
妻
は
X
を
冷
遇
し
て
追
出
し
た
。
恩
を
仇
で
返
す
Y
の
心
情
は
憎

む
べ
き
も
の
で
あ
る
己

制

(
X
は
精
神
病
者
、
労
働
不
能
と
い
う
震
で
は
な
い
が
到
底
独
立
し
・
て

生
活
出
来
な
い
。
も
も
も
は
共
に

X
の
兄
で
あ
る
。

X
は
む
と
同
居
し

て
い
た
が
狂
人
だ
と
い
う
乙
と
で
嫌
悪
さ
れ
V
H
宅
を
出
た
。
そ
の
後
vua

む
を
頼
つ
ゆ
く
が
ど
ち
ら
か
ら
も
閉
め
出
さ
れ
た
の
で
、
仕
方
な
く
民
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親族扶養の法的性格rr.関する一試論・

生
委
員
に
保
護
を
依
頼
し
て
生
活
扶
助
の
申
請
手
続
を
と
っ
て
も
ら
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
も
う
ま
く
ゆ
か
ず
1
1

生
活
保
護
法
四
条
参
照
!
|
!

結
局
兄
達
を
相
手
に
調
停
を
申
立
て
た
)

「
実
兄
三
人
も
お
り
な
が
ら
、

一
人
と
し
て
情
愛
を
か
け
る
者
な
く
、

却
っ
て

X
を
忌
避
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
♂

仙
川

(
X
は
実
母
、

Y
は
四
男
、
長
男
二
男
は
死
亡
し
た
。
実
父
は
昭
和
一
一

十
五
年
死
亡
、

Y
が
X
の
老
後
を
扶
養
す
る
と
い
う
約
束
で
、

X
と一二

男
は
そ
の
相
続
権
を
放
棄
し
た
。
し
か
し
Y
は
遺
産
を
売
却
し
て
他
所

に
転
出
X
は
三
男
の
も
と
に
同
居
し
て
い
る
〉

「
X
は
Y
に
老
後
の
生
活
を
み
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
相
続
権
を
譲

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Y
が
X
を
扶
養
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。
も
し
扶

養
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

X
の
相
続
分
を
返
し
て
も
ら
い
た
い
o
」

円側

(
X
は
養
母
、

Y
は
養
子
。
養
父
は
昭
和
二
十
五
年
死
亡
、

Y
は
そ
の

事
業
を
継
承
し
て
い
る
。

X
は
入
院
加
療
中
で
あ
る
が
Y
は
最
近
入
院

貨
の
仕
送
り
を
し
な
い
〉

「
も
し
Y
が
仕
送
り
を
し
な
い
の
な
ら
、

Y
の
手
許
に
あ
る
財
産
は
亡

夫
の
遺
産
で
あ
る
か
ら
分
与
し
て
も
ら
い
た
い
。
」

凶

(
X
は
姑
、

Y
は
X
の
五
男
の
妻
。

X
の
五
男
は
昭
和
二
十
五
年
死
亡

Y
は
こ
人
の
遺
児
と
共
に
そ
の
遺
産
を
相
続
し
た
が
、
そ
の
後
再
婚
し

て
し
ま
っ
た
J

「
Y
は
亡
夫
の
遺
産
を
相
続
し
な
が
ら
X
を
扶
養
し
よ
う
と
は
せ
ず
、

X
に
一
一
一
吉
一
口
の
挨
拶
も
し
な
い
で
他
家
に
入
爆
し
、
家
財
の
殆
ど
全
部
を

搬
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
不
貞
は
実
に
言
諮
問
断
と
一
疋
わ
ね
ば
な
ら

ぬ。

X
は
老
齢
で
生
活
の
能
力
を
失
な
い
安
住
す
る
と
こ
ろ
を
議
わ
れ

ん
と
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
に
生
活
費
の
一
部
と
し
て
息
子
の
遺
産
の

四
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
要
求
す
る
弐
第
。
」

弐
に
、
従
来
か
ら
そ
の
生
活
関
係
を
異
に
し
て
き
た
親
族
閣
の
請
求
に
つ

い
て
み
る
と
、

同

(
X
は
実
父
で
七
三
歳
、
農
業
を
営
み
生
活
は
き
し
て
苦
し
く
な
い
。

も
は

X
の
三
女
、
む
は
そ
の
夫
、
早
く
か
ら
X
と
別
居
し
会
社
員
と
し

て
生
計
を
た
て
て
い
る
。
な
お
X
の
長
男
三
男
長
女
は
死
亡
、
二
男
は

未
復
員
、
二
女
は
他
家
に
嫁
し
て
い
る
)

「

X
は
畑
仕
事
で
多
忙
を
き
わ
め
て
い
る
が
、
も
は
や
老
齢
で
思
う
よ

う
に
的
け
ず
困
っ
て
い
る
。
今
一
度
家
に
帰
っ
て
農
業
に
従
事
し
扶
養

し
て
も
ら
い
た
い
。
L

同

(
X
は
実
父
、
も
は
長
女
、

v
h
は
そ
の
夫
で
あ
る
。

X
は
眼
疾
の
た
め

手
術
、
と
て
も
労
働
は
出
来
な
い
o
X
K
は
妻
が
い
る
が
、
以
前
か
ら

家
出
し
て
お
り
X
を
引
取
ろ
う
と
は
し
な
い
。
そ
こ
で
民
生
委
員
に
保
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護
の
手
続
を
依
頼
す
る
が
「
扶
養
義
務
者
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
そ
の

途
も
問
、
き
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
他
所
に
居
住
す
る
Y
等
に
調
停
を



申
立
て
た
)

「
Y
等
に
生
活
の
扶
助
を
交
渉
し
た
が
、
誠
意
を
も
っ
て
応
じ
て
は
〈

れ
な
い
、
こ
の
ま
ま
で
は
餓
死
の
ほ
か
な
い
己

制

(
X
は
実
母
、

Y
は
こ
女
、
結
婚
し
て
他
所
に
居
住
し
て
い
る
o
X
は

長
女
と
同
居
し
て
い
る
〉

「
X
は
老
齢
で
身
体
が
弱
〈
め
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
現
在
世
話
に
な

っ
て
い
る
長
女
も
生
活
の
余
裕
に
乏
し
く
、
こ
の
ま
ま
で
は
将
来
が
不

安
で
あ
る
。
こ
の
際
幾
分
で
も
安
心
出
来
る
よ
う
調
停
を
申
立
て
た
弐

第。」

同

(
L
L一
は
養
父
母
、
も
は
養
女
、
む
は
そ
の
夫
。

X
等
と
Y
等
は
別
々

の
土
地
で
暮
し
て
き
た
V

「
X
等
は
老
齢
で
と
て
も
仇
け
な
い
。
他
に
身
寄
り
は
な
く
、

Y
等
に

扶
養
し
て
も
ら
わ
ね
ば
到
底
生
活
し
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
な
い
よ

回
(

V

削
は
姉
、

L
は
そ
の
夫
、

Y
は
V

判
の
弟
で
あ
る
。

vud
は
会
社
員
で
あ

っ
た
が
停
年
で
退
取
、

X
等
は
と
り
あ
え
ず
Y
を
煩
っ
て
ゆ
き
世
話
を

受
け
て
い
る
〉

「
他
に
頼
る
べ
き
当
て
も
な
い
の
で
今
後
Y
に
扶
養
し
て
も
ら
う
べ
く

協
議
し
て
い
る
が
、

Y
は
承
諾
し
て
く
れ
ず
不
安
な
の
で
申
立
に
及
ん

白切
だ
次
第
。
」

前
掲
刷
に
お
け
る
X
の
も
“
お
K
対
す
る
部
分
を
参
照

以
上
、
琴
括
裁
判
所
に
あ
ら
わ
れ
た
扶
養
ケ
l
ス
を
通
し
て
感
ず
る
の
は

そ
こ
に
は
扶
養
戸
請
求
す
る
側
の
権
利
意
識
が
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。
共
同
生
活
尉
係
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
場
合
の
意
識
に
つ
い
て

み
る
と
「
子
は
日
本
古
来
の
道
徳
か
ら
い
っ
て
当
然
親
を
養
う
べ
き
だ
」
と

す
る
も
の
が
一
件
(
川
の
ケ

1
ス
)
、
「
子
は
幼
少
の
頃
か
ら
親
の
養
育
を
受

け
て
き
た
の
に
そ
の
恩
義
を
忘
れ
て
い
る
」
と
す
る
も
の
が
六
件
(
川
印
刷

附
印
刷
仰
の
ケ
l
ス
ヌ
「
息
子
の
遺
産
を
相
続
し
た
嫁
が
再
婚
し
て
他
家
に

行
な
っ
て
し
ま
う
、
な
ん
と
か
し
て
財
産
を
と
り
も
ど
そ
う
」
と
す
る
も
の

が
一
件
(
同
の
ケ
1
ス
)
、
「
自
分
は
相
続
権
を
息
子
に
譲
っ
た
。
養
う
の
は

当
り
前
で
は
な
い
か
、
も
し
養
わ
な
い
の
な
ら
相
続
分
を
返
せ
」
、
と
い
う
も

の
が
二
件
(
削
附
の
ケ
l
ス
)
と
い
う
よ
う
に
、
扶
養
を
個
人
対
個
人
の
権

利
義
務
関
係
と
し
て
意
識
し
て
い
る
も
の
見
当
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
家
父

長
的
な
親
の
、
権
威
的
な
い
し
梅
力
的
な
意
識
が
、
或
は
、
親
が
子
に
過
去
の

恩
を
き
せ
る
と
い
う
怠
散
が
、
或
は
、
自
己
の
権
利
を
放
鰯
し
て
ま
で
も
子

供
に
す
が
ろ
う
と
す
る
意
識
が
扶
養
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
生
活
関
係
を
異
に
し
て
き
た
親
族
聞
の
ケ

l
ス
に
お
い
て
は
、
共
同

生
活
関
係
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
場
合
の
如
く
、
扶
養
を
子
の
親
に
対
す
る
孝

養
の
義
務
だ
と
し
て
積
極
的
に
主
張
す
る
と
い
う
意
識
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
自
分
が
老
齢
で
あ
る
こ
と
、
又
は
病
気
で
あ
る
こ
と
、
し
か
る
に

被
申
立
人
を
惜
い
て
は
他
に
頼
る
べ
き
身
寄
り
の
な
い
こ
と
等
を
緩
ん
べ
述
べ



時
と
し
て
は
相
手
の
冷
淡
な
態
度
を
う
ら
み
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
生
活
の
困

窮
を
訴
え
そ
の
同
情
に
す
が
ろ
う
と
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

相
手
に
扶
養
義
務
の
履
行
を
求
め
る
と
い
わ
ん
よ
り
は
、
恩
恵
を
期
待
し
嘆

願
す
る
傾
向
が
顕
著
だ
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
共
同
生
活
関
係
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
場
合
に
み
ら
れ
る
扶
養

意
識
が
、
日
本
に
お
け
る
家
族
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
現
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
又
そ
れ
が
前
近
代
的
な
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
当
然
で
あ

る
と
し
て
も
、
生
活
関
係
を
異
に
す
る
親
族
聞
の
扶
養
怠
識
が
、
単
な
る

句
。
広
位
。
ロ

m
請
願
)
た
る
に
止
ま
り
、
明
確
な
権
利
意
識
と
な
っ
て
現
わ
れ

て
こ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
特
殊
日
木
的

な
現
象
と
し
て
み
ら
れ
得
ぺ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
親
族
扶
養

の
本
質
自
体
の
中
に
、
権
利
意
識
を
芽
生
え
さ
せ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
か
か
る
豆

g
S島
な
意
識
が
、
日
木
人
に
一
般
的
な
・
権

利
意
識
の
低
調
さ
に
つ
な
が
る
一
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い

で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
日
本
的
な
社
会
関
係
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
民
衆

の
共
同
体
意
識

l
ー
そ
の
合
理
的
自
主
的
精
神
の
欠
如

l
は
、
生
活
関
係

を
異
に
す
る
親
族
聞
の
扶
養
意
識
の
う
ち
に
も
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
九
日
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
扶
養
の
意
識
が

わ
が
国
に
お
け
る
権
利
意
識
一
般
の
低
調
性
の
み
に
よ
っ
て
説
明
し
つ
く
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
も
し
、
日
本
人
的
権
利
意

識
の
故
に
、
扶
養
請
求
権
が
現
実
的
権
利
た
り
得
な
い
と
す
る
な
ら
、
他
の

債
権
的
請
求
権

l
l契
約
、
不
法
行
為
そ
の
他
の
原
因
に
基
い
て
発
生
す
る

も
る
も
ろ
の
請
求
権
ー
ー
も
又
同
様
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勿
論
、
こ
れ
ら
の
請
求
権
と
い
え
ど
も
現
実
に
は
日
本
人
の
意
識
の
故
に
法

律
通
り
行
使
さ
れ
な
い
場
合
は
少
な
く
な
い
勺
あ
ろ
う
。
だ
が
、
少
な
く
と

も
そ
れ
ら
が
行
使
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
債
務
の
履
行
を
相
手
に
豆
什
守

g
ず
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ご
く
素
朴
な
が

ら
、
わ
れ
わ
れ
は
扶
養
請
ホ
権
が
仙
の
債
権
的
請
求
権
と
そ
の
あ
ら
わ
れ
方

に
h

お
い
て
異
な
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か

L
h
ム
ヘ

o

j

L

 
し
か
ら
ば
、
こ
の
相
違
は
何
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
来
、
権
利
l
l
i
設
的
に
実
現
き
る
べ
き
自
己
利
益
ー
ー
は
‘
そ
れ
を
主

張
す
る
に
足
る
合
起
的
根
拠
が
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
権
利
た
り
得
る
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
個
人
的
利
益
を
め
ぐ
っ
て
対
抗
関
係
に
立

つ
当
事
者
が
相
互
に
相
手
の
利
益
を
認
め
合
う
と
こ
ろ
に
1

1
す
な
わ
ち
社

会
的
承
認
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
i
|
権
利
は
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
相
手

に
自
己
の
利
益
を
認
め
さ
せ
る
に
足
る

l
ー
そ
の
結
呆
と
し
て
相
手
が
自
ら
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義
務
を
負
う
こ
と
を
承
認
す
る
に
足
る
|
|
根
拠
に
乏
し
け
れ
ば
、
自
己
の

利
益
を
法
的
に
|
|
す
な
わ
ち
権
利
と
し
て

!
l主
張
せ
ん
と
す
る
意
識
も



叉
不
明
確
な
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
却
族
扶
養

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
権
利
と
し
て
扶
養
を
意
識
す
る
に
足
る
だ
け
の

合
理
的
な
浪
一
拠
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

扶
養
の
意
識
に
つ
い
て
、
何
故
そ
れ
が

MvaEoロ
だ
け
に
止
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
扶
養
請
求
権
の
法
的
性
格
を
究
明
せ
ん
と
し
た
わ
れ

わ
れ
の
試
み
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
親
族
扶
養
が
果
し
て
権
利
義
務
の
関

係
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
合
理
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

に
ゆ
き
っ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
再
び
「
親

族
扶
養
の
法
的
根
拠
知
何
」
と
い
う
問
題
に
た
ち
か
え
っ
て
吟
味
し
直
す
必

要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
親
族
扶
養
の
法
的
性
格
も
、
こ
の
点
を
検
討
し
て

こ
そ
は
じ
め
て
胡
確
に
さ
れ
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω
周
知
の
如
く
、
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
1
1ー
そ
の
後
進
性
と
国
家

権
力
に
よ
る
官
行
的
資
本
主
義
の
急
速
且
つ
強
力
な
推
進
1

1
は
一
方

に
お
い
て
高
度
の
独
占
資
本
を
生
み
出
す
と
共
に
、
他
方
、
旧
来
の
低

度
な
生
産
様
式
に
よ
る
家
族
的
過
小
農
経
営
と
、
家
族
労
働
に
依
容
す

る
乙
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
そ
の
経
営
を
推
持
し
て
い
る
と
ζ

ろ
の

零
細
工
業
を
広
汎
に
残
寄
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
の
独
占
資
本
は
、

小
農
を
小
農
と
し
て
温
存
し
ー
ー
ー
明
治
以
後
一
貫
し
て
行
わ
れ
で
き
た

小
農
推
持
政
策
を
想
起
せ
よ
1
1
1
そ
こ
に
労
働
力
の
再
生
産
を
負
担
せ

し
め
つ
つ
安
価
な
労
働
力
を
調
達
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
叉
零
細
工
業

を
下
請
工
場
と
し
て
そ
の
従
属
下
に
お
き
、
不
当
な
下
請
加
工
賃
に
よ

り
こ
れ
を
収
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

同
勿
論
、
資
本
制
経
済
の
発
展
が
、
個
々
の
家
族
構
成
員
に
個
人
的
労

働
と
収
入
の
機
会
を
与
え
!
(
殊
に
農
家
の
こ
・
一
ニ
男
や
娘
の
出
稼

i

乙
れ
を
通
し
て
共
同
体
的
結
合
に
対
し
、
微
弱
な
が
ら
解
体
的
K
作
用

し
た
乙
と
は
否
め
な
い
。
だ
が
、
個
人
が
自
立
出
来
な
い
よ
う
な
生
活

水
準
の
も
と
で
は
、
家
族
は
個
人
を
か
た
く
と
ら
え
る
。
例
え
ば
労
働

者
の
家
族
が
、
生
産
集
団
と
し
て
の
意
味
を
矢
い
な
が
ら
も
、
日
本
的

家
族
の
性
格
を
捨
て
切
れ
な
い
の
は
、
彼
等
の
多
く
が
農
村
か
ら
の
出

稼
労
働
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
働
い
で
い
る
か
ら

で
あ
る
。

同
共
同
生
活
関
係
か
ら
閉
め
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
因
を
み
る
と
、
親

子
、
し
ゅ
う
と
嫁
間
の
不
和
に
よ
る
も
の
八
件
(
親
や
し
ゅ
う
と
が
家

出
せ
る
も
の
六
件
、
子
や
子
供
夫
婦
が
別
居
せ
る
も
の
二
件
〉
養
子
が

養
母
の
入
院
費
を
途
中
で
負
担
し
な
く
な
っ
た
も
の
一
件
、
精
神
病
の

弟
が
兄
に
嫌
惑
さ
れ
家
出
し
た
も
の
一
件
、
息
子
の
遺
産
を
相
続
せ
る

嫁
が
姑
を
の
こ
し
た
ま
ま
再
婚
せ
る
も
の
一
件
と
な
っ
て
い
る
。

同
一
六
件
中
一
件
は
、
従
来
生
活
関
係
を
共
に
し
て
き
た
者
に
対
し
て

の
み
な
ら
ず
、
以
前
か
ら
生
活
関
係
を
異
に
し
て
き
た
親
族
。
l
l頼
っ

て
い
っ
て
閉
め
出
き
れ
た
他
の
き
ょ
う
だ
い

l
l
k
対
し
て
も
申
立
て

ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
乙
れ
は
こ
件
と
し
て
数
え
た
。

間

乙

の

ケ

l
ス
は
扶
養
ケ

l
ス
と
い
わ
ん
よ
り
は
、
老
父
が
崩
壊
に
び

ん
し
つ
つ
あ
る
家
を
維
持
せ
ん
が
た
め
、
解
体
せ
る
共
同
生
活
関
係
を

た
て
な
お
そ
う
と
す
る
点
に
目
的
が
あ
る
と
い
え
る
。
乙
の
意
味
に
お

い
て
扶
養
ケ

l
ス
と
し
て
は
例
外
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

， 

、
¥ 

、一、
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親族扶養の法的性格に関する一試論

、

川
間
乙
乙
に
お
い
て
は
、
扶
養
は
恩
に
よ
っ
て
条
件
ず
け
ら
・
れ
、
恩
を
対

価
関
係
と
し
て
い
る
。
恩
と
そ
れ
に
対
す
る
報
恩
と
い
う
関
係
は
、
た

し
か
に
親
と
子
が
相
互
に
主
体
性
を
も
っ
て
い
る
関
係
で
あ
り
、
と
の

意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
「

J

親
同
親
な
ら
ず
と
も
、
子
、
子
た
れ
」
と
い

う

l
l子
が
親
に
絶
対
無
条
件
的
義
務
を
負
う

l
l関
係
に
比
し
て
一

応
の
進
歩
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
恩
と
報
恩

i

す
な
わ
ち
子
の
親
に
対
す
る
扶
養
ー
が
近
代
的
な
包
4
曲
胆
昆

E
E

の
関
係
た
り
御
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
恩
の
深

き
が
無
限
で
あ
る
と
さ
れ
る
如
く
報
恩
の
義
務
も
叉
無
限
で
あ
り
、
し

か
も
恩
は
過
去
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
報
恩
は
将
来
履
行
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
恩
恵
者
ほ
権
利
の
み
を
有
す
る
の
に
対
し

受
恩
者
は
義
務
の
み
を
負
い
、
し
か
も
そ
の
義
務
は
無
限
の
大
き
さ
を

も
つ
の
で
あ
る
。
恩
と
報
恩
の
か
か
る
不
等
価
関
係
乙
そ
、
ま
さ
に
そ

の
前
近
代
的
な
性
格
を
示
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
川
島
田

「
孝
に
つ
い
て
」
(
「
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
」
)
七
七
頁
以
下
。

仰
と
乙
で
も
、
扶
養
は
相
続
の
放
棄
と
対
価
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
し

か
し
乙
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
れ
は
、
決
し
て
近
代
的
な
権
利
義
務
関

係
た
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
に
は
、
新
た
に
家
長

と
な
っ
た
者
の
恩
恵
に
す
が
る
べ
く
自
己
の
権
利
の
一
切
を
投
げ
出
す

と
い
う
意
識
、
換
言
す
れ
ば
、
相
続
権
を
放
棄
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
共

同
体
の
経
済
的
基
礎

l
|家
産
ー
ー
を
維
持
し
、
か
く
す
る
と
と
に
よ

っ
て
共
同
体
に
庇
護
を
求
め
ん
と
す
る
意
識
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ

り、

ζ

の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
、
二
つ
の
給
付
の
純
粋
な
交
換
関
係

と
み
る
ζ

と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
?

刷
わ
が
国
の
如
き
共
同
体
的
社
会
秩
序
の
も
と
に
お
い
て
は
、
人
々
は

市
民
社
会
的
生
活
の
場
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

1
lす
な
わ
ち
義

理
的
規
範
に
支
え
ら
れ
た

g
S
S
E
-
な
共
同
体
的
雰
囲
気
の
な
か

で

i
l自
己
の
生
容
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
何
故
な
ら
、
日
本
的
な

社
会
関
係
に
お
い
て
は
、
権
力
へ
の
屈
従
と
清
願
凶

V
S
5。
ロ
と
が
価

値
附
与
を
保
障
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
却
つ
で
市
民
社
会
的
生
活

の
場
で
独
立
し
て
権
利
を
実
現
せ
ん
と
す
る
乙
と
は
共
同
体
的
秩
序
の

破
壊
、
モ
l
レ
ス
へ
の
違
反
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
が
逆
に
価
値
剥
奪
と

な
っ
て
結
果
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

親
族
扶
養
の
法
的
根
拠

は
し
が
き
に
お
い
て
億
単
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
般
に
、
親
族
扶
養
は
家

族
制
度
の
残
映
に
依
拠
し
た
制
度
で
あ
り
、
市
民
社
会
的
生
活
の
場
に
お
い

、..... 、.、.、.

て
は
少
な
く
と
も
、

J

定

C
親
族
に
扶
養
義
務
を
負
わ
せ
る
に
足
る
合
理
的

根
拠
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
親
族
扶
養
を
同
居

義
務
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
し
た
が
っ
て
叉
そ

れ
を
、
共
同
体
的
・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

I
的
支
配
と
奉
仕
の
関
係
と
し
て
で
な
く

対
等
人
格
者
聞
の
債
権
関
係
|
|
純
粋
に
経
済
的
な
関
係
ー
ー
と
し
て
把
握

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
近
代
法
院
お
い
て
は
、
扶
養
を
特
定
親
族
聞
の
義
務

と
す
べ
き
積
極
的
な
理
由
は
見
出
せ
な
い
と
い
え
る
。

だ
が
、
た
と
え
そ
れ
が
習
俗
伝
統
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
し
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か
ら
ば
何
故
近
代
法
は
そ
れ
を
独
立
の
制
度
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
如
何
な
る
制
度
と
い
え
ど
も
、
何
等
の
意
味
な
く
し
て
そ
れ
が
規

定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
一
定
の
社
会
的
意
義
と
役
割
を
担

っ
て
い
る
筈
で
あ
る
@
親
族
扶
養
が
今
日
法
的
な
制
度
と
し
て
存
在
し
て
い

る
の
も
、
そ
れ
が
市
民
社
会
に
と
っ
て
何
等
か
の
意
味
な
い
し
必
要
性
を
も

っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
親
族
扶
養
の

法
的
根
拠
を
、
親
族
関
係
を
離
れ
て
そ
の
外
か
ら
|
|
す
な
わ
ち
、
何
が
故

に
市
民
社
会
は
親
族
扶
養
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
|
|
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
、
近
代
市
民
社
会
の
成
立
1

1
産
業
革
命
に
よ
る
資
本
制
生

産
様
式
の
出
現
と
社
会
的
分
業
の
高
度
の
発
達
l
l
は
、
従
来
、
そ
れ
に
先
行

す
る
生
産
諸
型
態
の
も
と
で
、
生
産
的
機
能
を
い
と
な
ん
で
き
た
家
共
間
体

a
g
m肉
8
3宕
)
を
解
体
さ
せ
た
。
今
や
家
臣
民
的
権
力
向
島

g
向
。
毛
色
付
)

は
そ
の
物
質
的
基
礎
を
失
い
、
こ
れ
ま
で
回
世
白
血
の
内
部
で
い
と
な
ま
れ
て

き
た
機
能
の
多
く
は
、
市
民
社
会
1
1
社
会
の
経
済
的
基
礎
と
政
治
権
力
を

独
占
的
に
掌
握
す
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
の
ー
ー
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
機
能
は
資
本
制
生
産
に
、
戦
闘
的
機
能
は
国

家
の
軍
隊
組
織
に
、
秩
序
維
持
は
行
政
機
関
・
司
法
機
関
に
、
教
育
的
機
能

は
社
会
的
教
育
施
設
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
ら
ば
か

っ
て
、
家
長
的
支
配
へ
の
奉
仕
1
l
恭
順
忠
実
関
係

(
E
o
g
z
-
E晶
時
窓
口
守

4
2一E
E旨
)
l
の
代
償
と
し
て
、
構
成
員
(
同
mg出向。
5
8
S聞
の
∞
ロ
ザ

ロ
仲
間
ロ
ロ
島
国
同
席
。
と
し
て
、
家
族
共
同
体
の
内
部
で
い
と
な
ま
れ
て
き
た
扶

- 90ー

養
は
、
市
民
社
会
の
負
担
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
個
人

の
生
活
を
経
済
的
に
保
障
す
る
と
い
う
機
能
は
、
依
然
と
し
て
、
家
庭
生
活

l
l
夫
婦
中
心
の
市
民
的
小
家
族
に
局
限
せ
ら
れ
た

l

や
親
族
関
係
|
|

共
同
体
か
ら
独
立
し
た
個
人
対
個
人
の
関
係
と
し
て
の
'
ー
ー
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
市
民
社
会
の
資
本
制
社
会
た
る
本

質
か
ら
い
っ
て
当
然

F

の
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
l
|

資
本
制
社
会
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
財
貨
は
、
市
場
で
交
換
さ
れ
る
こ

と
を
予
定
し
て
(
換
言
す
れ
ば
商
品
と
し
て
)
生
産
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
商

品
1

1
す
べ
て
の
財
貨
i
l
の
社
会
的
交
流
は
、
そ
の
交
換
価
値
の
量
的

測
定
物
た
る
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
量
の

貨
幣
の
所
有
は
、
人
々
が
生
活
物
資
を
そ
の
支
配
下
に
お
く
た
め
の
、
換

一
言
す
れ
ば
、
生
存
を
確
保
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
貨
幣
の
所
有
ハ
所
得
〉
は
、
人
々
が
直
接
・
間
援
に
資
本
の
再
生
産

運
動
に
参
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
!
|
換
言
す
る
な
ら
ば
、
労
め
カ
・
土

地
・
資
本
を
生
産
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
!
は
じ
め
て
可
能
な
こ

と
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
財
産
ハ
土



地
・
資
本
)
を
有
し
、
労
的
の
機
会
を
得
る
こ
と
は
、
資
本
制
社
会
に
お

い
て
一
つ
の
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
。
何
故
な
ら
、
資
木
制
生
産
の
目
的
は

専
ら
如
何
に
し
て
そ
の
利
潤
を
増
大
せ
し
め
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て

お
り
、
そ
れ
故
、
生
産
の
規
模
を
大
き
く
す
る
か
小
さ
く
す
る
か
、
し
た

が
っ
て
労
幼
者
を
何
人
雇
い
入
れ
る
か
、
如
何
な
る
労
仇
者
を
選
択
す
る

か
は
、
す
べ
て
資
本
所
有
者
の
利
潤
的
計
算
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
生
産
手
段
の
私
的
所
有
と
自
由
な
労
仇
契
灼
1
1
4
一
履
う
の
も
自

由
で
あ
れ
ば
麗
わ
な
い
の
も
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
!
ー
を
保

障
す
る
市
民
社
会
法
秩
序
が
、
こ
の
場
合
生
産
者
と
労
的
者
の
か
か
る
関

係
を
現
実
に
パ
ッ
ク
ア
ッ
ア
す
る
も
の
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
ρ
生
産
手
段
を
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
労
仇
力
を
売
る
こ

と
な
く
し
て
は
そ
の
生
存
を
維
持
出
来
な
い
労
仇
者
は
、
資
木
所
有
者
に

対
し
て
常
に
弱
い
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ

の
こ
と
は
、
労
的
者
が
労
仇
の
機
会
を
得
た
場
合
に
お
い
て
も
又
、
雇
用

条
件
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
資
木
制
社
会
初
期
の
産
業
資

本
が
、
成
年
男
子
よ
り
も
安
価
で
従
順
な
幼
少
年
・
婦
人
労
仇
者
を
大
量

に
麗
い
入
れ
、
如
何
に
劣
悪
な
労
的
条
件
l

ー
そ
の
生
活
を
維
持
す
る
こ

と
は
到
底
不
可
能
な
程
の
低
賃
金
と
そ
の
健
康
を
む
し
ば
ま
ず
に
は
お
か

な
い
過
度
労
的
!
ー
ー
を
こ
れ
に
強
い
た
か
は
、
当
時
の
労
初
事
情
が
つ
ぶ

さ
に
こ
れ
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
お

」
の
よ
う
に
、
失
業
と
低
賃
金
に
苦
悩
す
る
労
的
者
に
対
し
て
、
市
民
社

会
は
そ
の
生
活
を
保
障
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
資
本
制
的
生
産
に
あ
っ
て
は

営
利
!
l
資
本
の
増
殖
ー
ー
こ
そ
唯
一
無
一
一
の
目
的
な
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
市
民
社
会
的
法
秩
序
|
|
資
本
制
的
生
産
関
係
の
反
映
と
し
て
の
l

に
お
い
て
は
、
資
本
ー
ー
し
た
が
っ
て
市
民
社
会
i
l
は
個
々
人
の
生
活
を

保
障
す
べ
、
ぎ
義
務
を
負
う
と
は
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
(
自
己
責
任
の

原
則
)
o

市
民
計
会
は
そ
れ
を
労
仇
肴
ハ
そ
の
他
の
市
民
社
会
人
)
自
身
に
転

嫁
し
た
の
で
あ
り
、
か
く
て
個
々
人
の
生
活
を
経
済
的
に
保
障
す
る
機
能
は

依
然
と
し
て
家
庭
や
親
族
が
果
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
資
木
制
経
済
の
発
出
肢
は
、
社
会
に
お
け
る
貧
富
の
差
を
著
し
く
し
、

無
産
大
衆
の
生
活
苦
を
ま
す
ま
す
増
大
さ
せ
る
。
殊
に
、
第
一
次
世
界
大
戦

後
に
お
こ
っ
た
深
刻
な
経
済
恐
慌
は
、
失
業
を
大
量
且
つ
慢
性
的
な
ら
し
め

市
民
社
会
は
重
大
な
危
機
に
直
面
す
る
に
至
っ
た
c

す
な
わ
ち
、
労
的
者
生

一
方
に
お
い
て
労
的
力
の
荒
廃
と
労
的
意
欲
の
減
退
を
招
く

と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
階
段
斗
争
を
激
化
せ
し
め
て
、
資
本
制
社
会
の
存

立
を
根
抵
か
ら
お
び
や
か
す
に
至
っ
た
。
今
や
市
民
社
会
は
、
総
資
本
の
立

場
か
ら
、
労
仇
力
!
|
個
別
資
本
に
よ
っ
て
無
軌
道
に
喰
潰
さ
れ
て
ぎ
た
・

し
か
し
て
、
長
期
の
失
業
に
よ
り
荒
廃
す
る
が
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
き
た

活
の
窮
乏
は

ー
ー
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
健
全
な
状
態
に
保
つ
と
共
に
、
か

く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
級
斗
争
と
妥
協
し
つ
つ

l
lす
な
わ
ち
社
会
的
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料
安
定
を
企
図
し
つ
つ
1

1
労
幼
者
階
級
と
じ
て
意
識
化
さ
れ
組
織
化
さ
れ
た

労
的
力
の
一
定
量
を
そ
の
手
に
把
揮
す
る
必
要
に
せ
ら
れ
る
。
資
本
主
義
の

か
か
る
危
機
を
背
景
に
し
て
、
労
幼
者
保
護
を
は
じ
め
、
各
種
の
社
会
保
険

失
業
対
策
、
『
公
的
扶
助
等
一
連
の
社
会
政
策
的
立
法
が
急
速
に
整
備
せ
ら
れ

た
こ
と
は
、
二

O
世
印
刷
に
お
け
る
各
国
の
立
法
例
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

資

か
く
し
て
、
生
活
困
窮
者
の
扶
養
は
今
日
社
会
の
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
る

ハ
憲
法
二
五
条
、
生
活
保
護
法
一
条
)
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生

活
保
議
法
第
四
条
は
公
的
扶
助
に
対
す
る
私
的
扶
養
優
先
の
原
則
を
保
持
し

て
お
り
、
生
活
保
障
の
負
担
は
依
然
と
し
て
家
庭
や
親
族
に
転
嫁
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
人
た
る
に
価
す
る
生
活
」
の
保
障
を
宣
言
し
た
憲
法
の
規

定
は
、
単
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
意
味
を
有
し
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
て
こ
の
こ
と
は
、
社
会
政
策
を
資
本
の
実
利
1

|
労
仇
力
を
培
養
し
確

保
す
る
と
い
う

l
lの
立
場
か
ら
、
し
か
も
受
身
的
に

l
l資
本
主
義
の
危

機
に
直
面
し
て
止
む
な
く

l
l実
施
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
市
民
社
会
に
と

っ
て
、
け
だ
し
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
社
会
政
策
の
限
界
は
こ

れれ
ただ
貧 け
困に
の 止
大ま
量ら
的な
発い
生官。
は〉資
、本

巨制
大社
な会
財の

聖霊
害事
社盾
会に
的よ
Q つ
fr て

去主
e E 
負さ

担
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
総
資
本
は
可
及
的
に
困
窮
者
の
生
活
を
保
障
す
る

必
要
に
せ
ま
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
が
ま
さ
に
慢
性
的
且
つ
広
汎
で
あ

る
た
め
に
、
そ
の
経
済
的
負
担
に
耐
え
得
な
い
と
い
う
矛
盾
に
当
面
す
る
。

か
く
し
て
、
生
活
困
窮
者
の
量
に
と
も
な
う
財
政
支
出
品
評
し
ば
し

ば
保
護
基
準
の
切
り
下
げ
そ
の
他
の
措
置
に
よ
っ
て
抑
制
さ

M
Y
J
r結
果

生
活
保
障
の
負
担
は
私
的
扶
養
の
場
に
し
わ
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
親
族
扶
養
は
、
労
的
力
の
再
生
産
的
機
能
を
い
と
な

む
場
と
し
て
、
老
齢
に
よ
り
も
は
や
活
動
し
得
な
く
な
っ
た
労
仇
力
の
残
浮

を
収
容
す
る
場
と
し
て
、
尾
大
な
潜
在
失
業
者
の
寄
生
の
剰
と
し
て
、
市
民

社
会
に
と
っ
て
必
要
な
制
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
制
経
済
の

存
立
な
ら
び
に
発
展
の
た
め
の
条
件
と
し
て
、
市
民
社
会
そ
の
も
の
の
中
に

そ
の
存
在
意
義
を
有
し
て
主
た
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は

ま
さ
に
特
殊
近
代
的
H
市
民
社
会
的
制
度
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
法

的
な
制
度
と
し
て
市
民
社
会
法
秩
序
の
な
か
に
あ
み
こ
ま
れ
る
に
至
っ
た
の

も
け
だ
し
当
然
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親

族
扶
養
は
決
し
て
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
独
自
の
存
在
根
拠
を
も
つ
も
の
で
は

な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
、
市
民
社
会
が
生
活
保
障
の
負
担
を
転
嫁
す
る

対
象
と
し
て
、
そ
の
結
果
資
木
制
社
会
の
構
造
的
矛
盾
を
緩
和
し
陰
蔽
す
る

た
め
の
煙
幕
と
し
て
役
割
づ
け
ら
れ
る
べ
く
、
市
民
社
会
に
よ
っ
て
要
請
せ

ら
れ
た
制
度
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
犯

川
わ
が
国
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
良
心
的
な
官
庁
調
査
で
あ
る
「
取
工

事
情
」
(
明
治
一
二
六
年
農
商
務
省
工
務
局
刊
)
や
「
女
工
哀
史
」
ハ
細

井
和
喜
蔵
)
が
奴
隷
的
な
労
働
者
状
態
を
克
明
に
報
告
し
て
い
る
。
な
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1 親族扶養の法的性格に関する一試論

お
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
つ
い
て
は
「
資
本
論
」
(
改
造
社
版
邦
訳
)
第

一
巻
三
七
五
頁
以
下
、
第
三
巻
六
こ
頁
以
下
を
参
照
。

向
ス
イ
ス
民
法
が
規
定
す
る
知
く
、
近
代
家
族
た
る
配
偶
者
、
親
子
関

の
扶
養
と
そ
の
他
の
親
族
聞
の
扶
養
と
を
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
し

て
と
ら
え
、
前
者
の
扶
養
義
勢
を
生
活
保
持
の
義
務
(
ロ
ロ

Z
5払
g'

匂
国
!
日
白
町
立
後
者
の
そ
れ
を
生
活
扶
助
の
義
務
芭

E
R
B
S
R
S官
匂

a
s
s

と
し
て
区
別
す
る
こ
と
は
今
日
の
通
説
で
あ
る
(
乙
れ
を
わ
が
国
に
お

い
て
は
じ
め
て
提
唱
さ
れ
た
の
は
周
知
の
如
く
、
中
川
「
親
族
的
扶
養

義
務
の
本
質
」
法
学
新
報
三
八
巻
六
・
七
号
)
。
夫
婦
・
親
子
聞
の
共
同

生
活
体
が
夫
婦
・
親
子
の
法
的
な
本
質
で
あ
る
の
に
対
し
て
親
族
共
同

体
な
る
も
の
を
一
般
的
に
予
想
す
る
乙
と
の
出
来
な
い
近
代
家
族
法
の

も
と
に
お
い
て
は
、
右
の
区
別
は
た
し
か
に
正
し
い
と
い
え
る
。
だ
が

愛
情
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
夫
婦
、
親
子
の
共
同
生
活
関
係
は
、
事
実
あ

る
い
は
道
徳
(
忽

3
S
と
し
て
は
と
も
か
く
、
本
来
法
の
世
界
の
存
在

で
は
な
い
筈
で
あ
る
(
山
中
「

J

親
族
法
の
解
釈
態
度
」
私
法
第
一
巻
一
一
一
八

頁
)
。
し
た
が
っ
て
乙
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
何
故
近
代
家
族
法

の
な
か
に
あ
み
ζ

ま
れ
て
い
る
の
か
、
換
言
す
る
な
ら
、
何
故
夫
婦
・

親
子
関
の
扶
養
は
法
的
な
義
務
と
さ
れ
て
い
る
か
が
改
め
て
関
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ζ

の
よ

5
な
視
点
か
ら
問
題
を
と
ら
え
て

ゆ
く
限
り
、
親
子
i

夫
婦
聞
の
扶
養
は
親
族
扶
養
と
同
じ
平
面
に
お
い

て
な
が
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
乙
の
乙
と
を
は
じ
め
て
明
瞭
に
一
指
摘
さ
れ
た
の
は
山
中
教
授
で
あ
る

山
中
「
市
民
社
会
と
親
族
身
分
法
」
ご
九
一
二
頁

l
ご
九
六
頁
。
同
「
親

族
法
の
一
解
釈
態
度
』
私
法
一
巻
個
三
頁
。

川
町
公
的
扶
助
も
叉
、
労
働
運
動
応
対
す
る
資
本
の
安
協
ま
た
は
政
治
的

協
調
の
一
用
具
た
る
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
総
体
と
し

て
の
資
本
が
困
窮
家
族
内
に
お
け
る
労
働
力
の
再
生
産

l
lす
な
わ
ち

次
代
の
労
働
力
の
培
養
ー
ー
を
確
保
す
る
た
め
の
、
或
い
は
、
労
働
者

の
生
活
不
安
を
い
く
ら
か
で
も
除
去
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
労
働
力
を
安

全
に
把
握
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
各
種
の
社

会
保
険
と
同
じ
く
、
社
会
政
策
の
本
質
に
根
ざ
し
た
制
度
で
あ
っ
て
、

市
民
社
会
初
期
に
お
け
る
単
な
る
救
値
制
度
に
止
る
も
の
で
は
な
い
。

(
大
河
内
一
男
「
社
会
政
策
」
ハ
各
論
)
一
六
七
頁
参
照
)

間
厚
生
省
社
会
局
長
の
各
都
道
府
県
知
事
宛
遜
知
(
昭
和
二
五
年
六
月

八
日
社
乙
発
第
八
七
号
「
生
活
保
護
法
に
お
け
る
扶
養
義
務
の
取
扱
に

関
す
る
件
」
)
は
「
民
法
に
よ
る
扶
養
の
義
務
を
最
大
限
に
履
行
さ
せ
る

と
共
に
、
知
己
縁
故
者
等
か
ら
の
徳
義
上
の
援
助
も
で
き
る
限
り
乙
れ

を
受
け
き
せ
、
然
る
後
、
必
要
な
保
護
を
行
な
う
べ
き
こ
と
は
、
乙
の

法
律
の
時
間
前
か
ら
み
て
当
然
で
あ
る
」
と
し
て
そ
の
日
《
体
的
取
扱
告
指

示
し
て
い
る
。
私
的
扶
養
と
公
的
扶
助
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
前
掲

刷
及
び
仰
の
ケ

1
ス
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
と
と
に
、

社
会
保
障
の
問
題
が
親
族
扶
養
に
し
わ
ょ
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
み
る
乙

と
が
出
来
る
ハ
な
お
こ
の
よ
う
な
ケ
l
ス
は
谷
口
「
わ
が
国
扶
養
紛
争

解
決
の
実
態
」
比
較
法
研
究
八
号
ご
頁
四
頁
に
も
ご
件
紹
介
さ
れ
て
い

る)。

刷
厚
生
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
一
九
五
四
年
末
に
お
け
る
わ
が
国
の
人

口
約
八
、
八
五

O
万
ハ
て
七
三
四
万
世
帯
)
の
う
ち
、
働
き
手
の
な

い
年
寄
が
い
け
の
世
帯
は
四

O
万
、
未
亡
人
な
ど
の
母
子
世
帯
五
二
万
、
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三
万
を
加
え
、
稼
働
カ
の
乏
し
い
家
庭
は
一

O
五
万
世
帯
を
こ
え
、
ま
た
日
雇
の
世
帯
や
家
内
労
働
で
細
々
と
生
活

し
て
い
る
世
帯
は
約
一
一
一
一
五
万
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
生
活
保

護
を
受
け
て
い
る
も
の
は
約
七

O
万
世
帯
(
約
二

O
O
万
人
)
で
あ
る

が
、
こ
の
ほ
か
、
乙
れ
ら
被
保
護
階
層
と
同
じ
よ
う
に
低
い
消
費
水
準

に
あ
る
も
の
は
約
一
八
三
万
世
帯
(
九
七

O
万
人
〉
も
あ
り
、
こ
れ
に

被
保
護
世
帯
を
加
え
る
と
、
ご
五
三
万
世
帯
(
一
、
一
七

O
万
人
)
と

総
人
口
の
一
一
割
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
(
昭
和
ご
九
年
二
一
月
二

九
日
北
海
道
新
聞
夕
刊
に
よ
る
)
。
な
お
乙
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
資
本

主
義
講
座
第
八
巻
「
戦
後
の
国
民
生
活
」
八
五
頁
八
六
頁
を
参
照
。

的
わ
が
国
一
般
会
計
予
算
の
戦
後
の
推
移
を
み
る
と
、
国
家
予
算
中
社

会
保
障
貨
の
占
め
る
割
合
は
、
一
九
四
六
年
三
・
七
%
(
総
額
て
一

九
O
億
円
に
対
し
て
社
会
保
障
費
四
四
億
円
)
一
九
四
七
年
二
・
五
%

合
一
、
ゐ
一
四
ご
億
に
対
す
る
五
三
億
)
一
九
四
八
年
ご
・
一
%
(
回
、

七
三
一
僚
に
対
す
る
九
八
億
〉
一
九
四
九
年
二
・
一
二
%
(
七
、
四
一

O

億
に
対
す
る
一
七

O
億
〉
一
九
五

O
年
五
・
四
%
(
六
、
六
四
五
億
に

対
す
る
三
六

O
億
)
一
九
五
一
年
五
・
七
%
(
七
、
九
三
七
億
に
対
す

る
四
五
八
億
)
一
九
五
二
年
六
%
(
九
、
=
一
二
五
億
に
対
す
る
五
六
一

億
)
一
九
五
三
年
七
・
一
%
(
一

O
、
ご
七
二
億
に
対
す
る
七
一
一
一
一
億
)

一
九
五
四
年
七
・
八
%
(
九
、
九
九
五
億

κ対
す
る
七
七
一
億
)
と
な

っ
て
い
る
。

剛
一
九
四
六
年
一

O
月
生
活
保
護
法
実
施
時
に
お
い
て
被
保
護
者
数
は

約
二
七

O
万
人
、
四
七
年
九
月
に
は
一
一
一
一
一
一
万
人
に
達
し
た
。
し
か
し

一
九
四
八
年
一
月

κは
約
六
五
万
が
一
斉
整
理
に
よ
っ
て
切
捨
て
ら
れ

て
ニ
ニ

O
万
人
と
な
り
、
そ
の
後
引
続
い
て
保
護
の
打
切
り
と
前
理
想
が

な
さ
れ
た
結
果
四
九
年
に
は
約
一
五
九
万
人
に
ま
で
低
下
し
た
。
四
九

年
六
月
以
降
、
再
び
被
保
護
者
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
一
九
五

O
年
八
月
以
来
二

0
0万
人
を
突
破
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
後
財
政

的
制
約
の
下
に
保
護
者
の
増
加
は
抑
え
ら
れ
横
ば
い
を
続
け
た
、
ハ
日
本

資
本
主
義
講
座
第
八
巻
「
戦
後
の
国
民
生
活
」
八
九
・
九

O
頁
に
よ
る
)

乙
の
被
保
護
者
の
減
少
が
窮
民
層
の
減
少
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ

と
は
註
附
で
述
べ
た
数
字
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
と
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
被
保
護
者
増
加
の
抑
制
、
切
捨
て
が
保
護

基
準
を
き
わ
め
て
低
く
抑
え
る
こ
と
托
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
乙
と
は
否

定
出
来
な
い
。
東
京
都
五
人
世
帯
の
場
合
に
つ
い
て
基
準
額
と
消
費
者

価
格
調
査
(
。
可
∞
)
に
よ
る
一
般
世
帯
消
費
支
出
額
と
を
比
較
す
る
と

の
司

ω
に
対
す
る
基
準
額
の
割
合
は
、
一
九
四
六
年
八
月
に
は
一
五
・

五
%
、
同
年
一
)
月
は
一
八
・
二
%
、
四
七
年
三
月
は
ご
四
・
八
%
、

周
年
七
月
一
三
・
七
%
、
周
年
一
一
月
一
二
・
七
%
、
四
八
年
八
月
は

一
二
七
・
八
%
、
四
九
年
五
月
は
三
六
・
九
%
、
五

O
年
一
一
月
は
四
ご
・

ご
%
、
五
一
年
三
月
は
四
一
・
四
%
、
同
年
五
月
は
三
九
・
七
%
、
五

二
年
五
月
は
四
ご
・
八
%
、
五
一
二
年
七
月
は
三
三
・
五
%
と
な
っ
て
お

り
ハ
黒
木
利
克
「
保
護
基
準
・
不
服
申
立
し
三
七
頁
に
よ
る
)
、
人
た
る

に
価
す
る
最
低
生
活
保
障
と
い
う
に
は
余
り
に
も
低
す
ぎ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
護
申
請
者
は
、
こ
の
飢
餓
的
と
も
い
う
べ
き
水

準
の
基
準
額
と
比
較
し
て
そ
れ
よ
り
も
収
入
が
多
い
か
ら
と
い
う
理
由

で
、
そ
の
申
請
を
却
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

仙
川
学
者
は
し
ば
し
ば
、
国
家
や
社
会
の
生
活
保
障
義
務
を
み
と
め
な
が

- 9J，.-



ら
も
、
公
的
扶
助
に
対
す
る
私
的
扶
養
優
先
の
原
則
を
、
国
家
財
政
の

負
担
能
力
が
ま
だ
充
分
で
な
い
か
ら
と
い
う
ζ

と
を
も
っ
て
説
明
す
る

ハ
例
え
ば
前
掲
「
註
釈
親
族
法
」
一
一
一
一
一
五
頁
、
中
川
「
民
法
大
要
」
一

五
八
頁
)
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
つ
比
む
を
得
な
い
も
の
」

(
例
え
ば
阿
部
「
親
族
的
扶
養
の
性
格
け
」
法
学
第
一
八
巻
一
号
九
一

頁
)
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
註
刷
の
如
く
国
家
予

算
中
社
会
保
障
費
の
増
加
は
出
来
る
だ
け
抑
制
し
よ
う
と
す
る
反
面
、

防
衛
支
出
金
、
自
衛
階
費
等
の
軍
事
予
算
は
年
々
膨
脹
す
る
傾
向
を
た

ど
っ
て
お
り
(
一
九
五
四
年
の
予
算
九
、
九
九
五
億
円
中
再
軍
備
関
係

予
算
は
防
衛
支
出
金
等
を
含
め
て
ご

J
二
八
億
円
に
の
ぼ
っ
て
い
る
)

l
i軍
事
費
の
増
大
に
と
も
な
う
非
軍
事
的
支
出
の
圧
迫

l
!、
乙
の

ζ

と
の
み
を
も
っ
て
し
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
財
政
負
担
上
止
む

を
得
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

同
独
身
の
悲
い
失
業
者
は
そ
の
父
兄
の
家
計
に
寄
生
し
、
と
く
に
女
子

失
業
者
は
家
庭
に
復
帰
し
家
事
に
い
そ
し
む
。
更
に
、
出
稼
的
性
格
を

も
っ
日
本
の
賃
金
労
働
者
は
、
失
業
と
と
も
に
多
く
帰
村
し
、
農
村
の

家
計
に
寄
生
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
労
働
の
機
会
は
有
し
つ
つ
も
き
わ

め
て
低
い
賃
金
の
放
に
独
立
し
て
生
活
し
て
ゆ
か
れ
な
い
労
働
者
(
半

失
業
者
)
は
、
多
く
家
族
共
同
体
に
依
存
し
そ
の
家
討
に
寄
生
す
る
。

凶
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
族
扶
養
は
今
日
次
第
に
そ
の
機
能
を
喪

失
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

今
親
族
扶
養
の
機
械
能
を
公
的
扶
助
と
の
関
聯
に
お
い
て

l
乙
と

に
、
福
祉
事
務
所
に
お
け
る
実
際
の
取
扱
上
、
親
族
扶
養
は
ど
の
よ
う

な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
と
い
う
点
か
ら

l
iみ
る
と
(
以
下
は
札

幌
福
祉
事
務
所
に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
〉
、

保
護
を
申
請
す
る
者
の
う
ち
、
現
げ
い
他
の
親
族
か
ら
若
干
の
仕
送
り

そ
の
他
の
援
助
を
う
け
て
い
る
も
の
、
叉
か
か
る
扶
養
を
期
待
出
来
る

も
の
は
全
体
の
四
、
五
〆
に
す
ぎ
ず
、
ケ
ー
ス
・
ヮ

l
ヵ
ー
た
ち
は
「
扶

養
義
務
者
の
資
産
や
生
活
状
態
の
調
査
な
ど
そ
の
効
果
は
期
待
出
き
ず

殆
ん
ど
無
駄
に
等
し
い
」
と
ま
で
極
言
し
て
い
る
。
保
護
申
請
者
の
中

に
は
、
以
前
他
の
親
族
か
ら
多
少
の
援
助
を
う
け
た
と
と
の
あ
る
者
も

相
当
い
る
の
で
あ
る
が
、
保
護
を
申
請
す
る
段
階
に
お
い
て
は
こ
う
し

た
扶
養
も
既
に
限
界
に
達
し
て
お
り
、
殆
ど
機
能
し
な
い
状
態
に
ま
で

き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
で
は
扶
養
ぞ
求
め
ら
れ
る

親
族
の
側
も
自
己
の
生
活
を
維
持
し
て
ゆ
く
の
が
精
一
杯
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
永
続
的
な
扶
養
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
の

傾
向
で
あ
る
。

こ
の
と
と
は
裁
判
所
に
お
け
る
扶
養
ケ
!
ス
の
上
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
別
表

ω如
く
、
調
停
成
立
の
場
合
の
定
期
金
給
付
の

額
は
一
般
に
少
額
で
あ
り
、
殆
ん
ど
一
筒
月
三
千
円
以
下
、
そ
の
中
で

も
ご
千
円
以
下
と
い
う
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
(
同
じ
傾
向
は
、
最

高
裁
家
庭
局
の
調
査
に
よ
る
「
扶
養
請
求
額
と
そ
の
決
定
額
」
座
談
会

扶
養
に
関
す
る
諸
問
題
」
法
社
会
学
ご
号
一
四

O
貰
所
収
、
谷
口
「
わ

が
国
扶
養
紛
争
解
決
の
実
態
」
比
較
法
研
究
八
号
五
頁
に
引
用
さ
れ
て

い
る
一
九
五
一
年
大
阪
家
裁
統
計
、
林
「
扶
養
事
件
と
生
活
扶
養
家
庭

裁
判
月
報
二
号
一

0
0
頁
に
お
け
る
横
浜
家
裁
の
ケ
l
ス
資
料
な
ど
に

も
一
不
さ
れ
て
い
る
〉
。
乙
れ
ら
は
、
扶
養
を
求
め
ら
れ
る
側
も
生
活
が
苦

し
く
、
多
く
を
負
担
す
る
余
力
の
な
い
こ
と
を
示
す
阜
の
で
あ
る
が
、
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資

こ
の
よ
う
な
金
額
で
さ
え
扶
養
義
務
者
に
と
っ
て
無
理
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
場
合
は
決
し
て
少
く
な
い
。
例
え
ば
、
独
身
の
中
学
校
教
員
が

姉
夫
婦
を
引
取
り
扶
養
す
る
と
い
う
な
例
(
前
掲
闘
の
ケ
1

ス
)
や
、

引
揚
者
で
生
活
の
楽
で
な
い
も
の
が
六
万
九
千
円
余
の
弟
の
入
院
費
を

負
担
せ
し
め
ら
れ
る
と
か
ハ
削
の
ケ
l
ス
ズ
二
四
才
の
独
身
の
会
社
員

が
親
の
生
容
中
、
月
二
千
円
の
他
毎
年
石
炭
=
一
ト
ン
を
給
与
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
か
ハ
仰
の
ケ
ー
ス
V

現
在
の
生
活
及
び
将
来
の
生
活
設

計
に
破
綻
を
き
た
さ
せ
る
お
そ
れ
あ
り
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
決
し
て

少
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
問
題
は
双
方
の
当
事
者
に
あ
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
扶
養
を
請
求
し
た
者
は
月
二
千
円
以
下
の
金
額
で
一

体
生
活
し
て
ゆ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
、
叉
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
者
に

つ
い
て
は
将
来
も
長
く
そ
の
よ
う
な
履
行
を
続
け
て
ゆ
け
る
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
問
題
(
調
停
成
立
後
の
ア
フ
タ
ー
-
ケ
ア

1
の
問
題
を
考
え

る
に
当
っ
て
も
、
単
に
履
行
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

こ
う
い
う
点
か
ら
吟
味
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
)
は
、
調
停
が
成
立

し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
生
活
困
窮
者
の
問
題
が
、
-
も
は
や

親
族
扶
養
を
も
っ
て
し
て
は
糊
塗
出
来
な
い
と
乙
ろ
ま
で
き
て
い
る
こ

と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

四

む

ぴ

ナ

親
族
扶
養
が
市
民
社
会
に
よ
り
、
そ
れ
が
自
ら
担
う
べ
き
責
任
を
転
嫁
せ

し
め
ら
る
べ
く
役
割
ず
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
何

等
合
理
的
な
意
味
を
も
ち
得
な
い
1
1
J
資
木
に
と
っ
て
は
と
も
か
く
労
幼
者

に
と
っ
て
は

l
iも
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
親
族
扶
養
の
法

的
性
格
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
親
族
扶
養
は
、
そ

れ
が
、
共
同
体
的
な
生
活
関
係
の
な
か
で
前
近
代
的
な
性
格
を
も
っ
た
も
の

と
し
て
機
能
し
て
い
る
場
合
は
勿
論
、
独
立
の
生
活
単
位
を
構
成
す
る
個
人

対
個
人
の
聞
で
い
と
な
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
決
し
て
近
代
的
な
法
律

関
係
た
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
困
窮

l
ー
そ
の
原
因
の
多
く
は
市

民
社
会
自
体
に
あ
る

i
iに
あ
え
ぐ
者
が
、
社
会
保
障
に
よ
っ
て
生
き
る
途

を
見
出
せ
ず
.
親
族
の
力
に
頼
っ
て
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
ぬ
と
し
た
ら

そ
こ
に
明
確
な
権
利
と
し
て
扶
養
を
意
識
す
る
余
地
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う

か
。
一
体
、
親
族
扶
養
に
お
い
て
言
葉
通
り
の
寸
扶
養
権
利
者
」
と
い
う
よ

う
な
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
々
人
が
権
利
意
識
に
目
覚
め
れ

ば
目
覚
め
れ
ば
目
覚
め
る
程
、
彼
は
、
自
己
を
し
て
要
扶
養
状
態
に
お
と
し

こ
ん
だ
原
因
が
市
民
社
会
に
存
す
る
こ
と
を
自
覚
し
、
か
く
て
、
冥
の
扶
養

義
務
者
は
、
民
法
に
い
わ
ゆ
る
「
扶
養
を
す
る
義
務
の
あ
る
者
」
で
は
な
く

し
て
、
市
民
社
会
そ
れ
自
身
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
1

1
た
と
え
法
が
そ
れ
を
如
何
に
規
定
し
よ
う
と

l
l親

按
扶
養
の
意
識
は
、
他
の
債
権
的
請
求
権
の
そ
れ
と
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
に

お
い
て
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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(
以
上
、
親
族
扶
養
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
不
充

分
な
点
も
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
大
方
の
御
叱
正
御
教
示
を
得
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
な
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本L幌家庭裁判所扶養調停事件処置結果表

年 度 .su |昭 261昭 釘l昭 2811 言十 % 

事件数 4 8 5 17 100 

成 立 2 8 2 12 71 

取 下 2 一 2 4 23 

不 調 1 1 6 I 

別表 1

(昭和27年度においては審判より調停に移行せるもの 1件あり)

別表 2 扶養請求の当事者関係
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姻族問(姑→嫁)

計

て
そ
の
実
態
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
が
、
資
料
が
な
い
た
め
に
断
念
せ
、
き

る
を
得
な
か
っ
た
。
乙
の
点
は
、
な
お
他
日
を
倒
閣
し
て
補
い
た
い
と
患
っ

て

い

る

)

(

一

九

五

五

年

一

月

〉

6 

lι仁三ユ 5 1 ~8___1__ _1竺
(実母と長女が 2女に対して夫々扶養請求と分担請求をなせるもの 1
件あり，乙れは別々に計上した〉

2 

1 

2 

-廿
請 求 内 '廿*・ |事件数| 当事者関係別件数

笑親一量子 7 

扶 養 料
養親→子 4 

14 組母←→孫 1 
給付請求

兄弟姉妹間 1 

f!ii一峨 1 

実童話ー→子 1 
同居叉は引取請求 2 

兄弟姉妹関 1 

扶養の分担請求 兄弟姉妹潤 2 

~ 97ー

内求請の養扶別表 8



別表 4 調停条項にあらわれた扶養の形態(調停成立せる n件について)

内

給 付

ヨi 取

容 | 事件数 | 当事者関係別件数

実親ー→子

養親ー+子

扶 養 10 祖母一→孫

兄弟姉妹閥

姑一歩嫁

-- 養親ー→子
扶 養 2 

兄弟姉妹間

別表 5 調停条項中給付扶養の内容

(調停成立せる 12件のうち，引取扶養2件を除く)

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

内 容 i事件数 l 内容の細目

定期金給付 8 

[ (1ヶ月につき)
-1，000円

1.000-2，000円

2，000-3，000円

3，000-4，000円

4，000-5，000円

ーこのうち 1件は家屋の居
2件| 住権をも与えている。

うち 1件は現物給付(毎
3 I一年石炭8トン)をも与え

ている。

うち 1件は現物給付(毎
2 [一年玄米 8俵)をも与えて

いる。

。
1 寸し給付期間は 3年rc限

一五戸両;-~l川 当分の間の扶養料として 8万 附

医療費の一時負担 1 1 1未納入院費 6万9千円余の弁済

- 98ー
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