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離
婚
訴
訟
に
お
け
る

　
　
　
財
産
分
与
の
裁
判
と
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則

離婚訴訟における財産分与の裁判と不利益変更禁止の原則

一
　
問
題
の
所
在

二
　
学
　
　
　
説

三
　
検
　
　
　
討

四
結
　
　
　
語一

　
問
題
の
所
在

石

辺

明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
人
事
訴
訟
手
続
法
↓
五
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
婚
の
訴
え
に
お
い
て
な
さ
れ
る
財
産
分
与
の
申
立
に
対
す
る
笛
↓
審
判
決
が
一
定
の

分
与
額
等
を
定
め
た
の
に
対
し
て
、
申
立
人
の
相
手
方
の
み
が
控
訴
を
提
起
し
た
場
合
、
控
訴
審
が
第
｝
審
の
定
め
た
分
与
額
等
が
正
当

で
は
な
い
と
認
め
た
と
き
、
第
一
審
判
決
を
変
更
し
て
控
訴
審
の
正
当
と
す
る
額
等
を
定
め
ら
れ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
右
の
場
合
い
わ
ゆ

る
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用
が
あ
る
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
。
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最
高
裁
平
成
二
年
七
月
二
〇
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
平
成
二
年
㈲
第
六
九
五
号
離
婚
等
請
求
事
件
、
民
集
四
四
巻
五
号
九
七
五
頁
）
は
、
以
下
の

　
　
　
（
2
）
（
3
）
（
4
）

判
決
を
し
て
い
る
。

　
上
告
棄
却
．
「
人
事
訴
訟
手
続
法
一
五
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
婚
の
訴
え
に
お
い
て
す
る
財
産
分
与
の
申
立
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所

は
申
立
人
の
主
張
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
ら
そ
の
正
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
分
与
の
有
無
、
そ
の
額
及
び
方
法
を
定
め
る
べ

ぎ
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
申
立
人
の
主
張
を
超
え
て
有
利
に
分
与
の
額
等
を
認
定
し
て
も
民
訴
法
一
八
六
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も

の
で
は
な
い
．
し
た
が
っ
て
、
第
一
審
判
決
が
一
定
の
分
与
額
等
を
定
め
た
の
に
対
し
、
申
立
人
の
相
手
方
の
み
が
控
訴
の
申
立
を
し
た

場
合
に
お
い
て
も
、
控
訴
裁
判
所
が
第
一
審
の
定
め
た
分
与
額
等
が
正
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
一
審
判
決
を
変
更
し
て
、
控
訴

裁
判
所
の
正
当
と
す
る
額
等
を
定
め
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用
は
な
い
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
．

　
本
稿
は
、
右
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

76

（
1
）
　
人
訴
法
一
五
条
が
離
婚
の
訴
え
に
併
合
し
て
財
産
分
与
等
の
請
求
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
理
由
は
通
常
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
．
す

な
わ
ち
、
財
産
分
与
に
関
す
る
処
分
は
本
来
家
事
審
判
事
項
で
あ
っ
て
（
家
審
九
条
一
項
乙
類
五
号
）
、
そ
の
処
分
は
家
庭
裁
判
所
の
専
権
に
属
す
る

　
（
裁
一
三
条
の
三
第
一
項
一
号
）
．
財
産
分
与
は
婚
姻
関
係
の
解
消
に
伴
う
重
大
な
財
産
的
効
果
の
一
つ
で
あ
り
、
殊
に
婚
姻
関
係
の
解
消
が
判
決
に

　
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
裁
判
の
対
象
、
争
点
、
証
拠
資
料
に
お
い
て
共
通
な
い
し
密
接
に
関
連
す
る
．
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
家
庭
裁
判

所
に
申
し
立
て
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
当
事
者
に
と
っ
て
不
便
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
通
常
裁
判
所
と
家
庭
裁
判
所
と
の
間
に
判
断
の
整
合
性

を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
．
か
く
て
当
事
老
の
便
宜
お
よ
び
訴
訟
経
済
上
か
ら
離
婚
の
訴
え
に
併
合
し
て
財
産
分
与
等
に
つ
き

審
理
す
る
こ
と
を
認
め
、
包
括
的
に
解
決
す
る
途
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
．
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
財
産
分
与
に
関
す
る
処
分
の
性
質
が
変
わ
る
も

　
の
で
は
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
．

（
2
）
　
本
件
に
つ
い
て
は
、
飯
塚
重
男
・
解
説
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
二
年
度
重
要
判
例
解
説
一
一
七
～
一
一
八
頁
、
石
渡
哲
・
判
批
・
法
学
研
究
六
四

巻
五
号
二
一
天
頁
以
下
（
判
旨
賛
成
）
が
あ
り
、
そ
の
双
方
に
詳
細
に
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
．
本
稿
も
右
の
両
稿
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
3
）
　
本
件
の
事
実
関
係
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
．
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「
X
女
（
甲
事
件
原
告
、
乙
事
件
被
告
、
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
と
Y
男
（
甲
事
件
被
告
、
乙
事
件
原
告
、
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
昭
和
四
七
年

　
挙
式
、
翌
年
婚
姻
の
届
出
を
し
た
夫
婦
で
あ
り
、
X
Y
間
に
は
昭
和
四
九
年
に
生
ま
れ
た
長
男
が
い
る
．
Y
は
昭
和
六
一
年
二
月
宿
願
の
飲
食
店
を

　
開
業
し
た
が
、
店
舗
新
築
の
借
金
お
よ
び
そ
の
経
営
を
め
ぐ
っ
て
X
と
再
三
口
論
す
る
よ
う
に
な
り
夫
婦
関
係
が
悪
化
、
同
年
六
月
か
ら
は
Y
は
右

　
飲
食
店
の
共
同
経
営
者
で
あ
る
実
姉
の
も
と
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
．
そ
の
後
Y
は
X
の
留
守
中
X
と
長
男
の
居
住
す
る
家
に
入
り
、
権
利
書
、

　
電
話
、
テ
レ
ビ
、
家
財
道
具
を
持
ち
去
っ
た
．
そ
こ
で
X
は
Y
に
対
し
、
離
婚
並
び
に
慰
籍
料
五
〇
〇
万
円
、
長
男
の
親
権
者
を
X
と
定
め
る
こ
と
、

　
X
Y
が
協
力
し
て
形
成
し
た
不
動
産
の
財
産
分
与
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
（
甲
事
件
）
．
他
方
Y
も
X
に
対
し
離
婚
な
ら
び
に
長
男
の
親
権
者

　
を
Y
と
定
め
る
こ
と
を
も
と
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
（
乙
事
件
）
。

　
　
第
一
審
高
知
地
裁
安
芸
支
部
は
、
（
1
）
X
と
Y
と
を
離
婚
す
る
、
（
2
）
X
の
そ
の
余
の
請
求
を
棄
却
す
る
、
（
3
）
X
と
Y
問
の
長
男
の
親
権
者
を

　
X
と
定
め
る
、
（
4
）
Y
か
ら
X
に
対
し
別
紙
物
件
目
録
（
一
）
1
及
び
同
目
録
（
二
）
1
の
各
不
動
産
な
ら
び
に
金
二
五
〇
万
円
を
財
産
分
与
す
る
、

　
（
5
）
Y
は
X
に
対
し
同
目
録
（
一
）
1
の
土
地
に
つ
き
財
産
分
与
を
登
記
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
せ
よ
、
（
6
）
Y
は
X
に
対
し
金
二
五

〇
万
円
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
本
判
決
確
定
の
日
の
翌
日
以
降
完
済
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
、
等
を
内
容
と
す
る
判
決
を
言
い

渡
し
た
。
Y
控
訴
．
第
二
審
高
松
高
裁
は
、
右
第
一
審
判
決
中
、
（
4
）
な
い
し
（
6
）
の
部
分
を
変
更
し
て
、
「
Y
は
X
に
対
し
、
離
婚
に
伴
う
財
産

　
分
与
と
し
て
金
八
O
O
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
本
件
離
婚
判
決
確
定
の
日
の
翌
日
か
ら
右
支
払
済
み
に
至
る
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合

　
に
よ
る
金
員
」
を
支
払
え
、
本
件
そ
の
余
の
控
訴
を
棄
却
す
る
旨
の
判
決
を
し
た
．
こ
れ
に
対
し
、
原
判
決
が
第
一
審
の
判
決
を
Y
の
不
利
益
に
変

更
し
た
の
は
民
訴
法
三
八
五
条
に
定
め
る
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
に
反
し
て
違
法
で
あ
る
等
と
主
張
し
て
Y
が
上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
人
事
訴
訟
手
続
法
一
五
条
の
規
定
は
離
婚
の
訴
に
併
合
し
て
財
産
分
与
を
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
．
こ
の
規
定
は
離
婚
の
訴

　
に
お
け
る
財
産
分
与
の
請
求
は
審
判
手
続
の
申
立
と
の
性
格
を
有
せ
ず
、
訴
訟
事
項
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
し

　
て
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
民
事
訴
訟
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．
仮
に
百
歩
譲
っ
て
も
、
離
婚
の
訴
に
併
合
し
て
な
さ
れ
た
財
産
分
与

請
求
事
件
に
あ
っ
て
は
、
少
な
く
て
も
財
産
分
与
の
額
の
判
断
に
つ
い
て
は
訴
訟
的
要
素
が
認
め
ら
れ
、
財
産
分
与
の
額
の
裁
判
を
行
う
手
続
に
は

民
事
訴
訟
法
の
適
用
が
あ
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
不
合
理
で
あ
る
．
け
だ
し
、
民
事
訴
訟
法
の
適
用
を
認
め
な
け
れ
ば
『
訴
え
な
け
れ
ば
裁
判
な
し
』

　
の
原
則
や
『
不
利
益
変
更
』
の
原
則
の
適
用
は
な
く
、
こ
の
た
め
、
離
婚
の
訴
に
併
合
し
て
な
さ
れ
た
財
産
分
与
請
求
事
件
に
お
い
て
、
離
婚
を
認

容
し
た
判
断
に
対
し
て
の
み
不
服
の
申
立
が
あ
り
財
産
分
与
の
額
の
判
断
に
対
し
て
は
い
ず
れ
の
当
事
者
か
ら
も
不
服
の
申
立
が
な
い
場
台
に
お
い

　
て
も
、
控
訴
裁
判
所
は
職
権
を
以
て
そ
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
結
果
は
訴
訟
当
事
者
に
と
っ
て
は
不
意
打
ち
の
裁
判
を

認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
」
く
、
原
判
決
に
は
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
に
反
す
る
重
大
か
つ
明
白
な
違
法
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
離
婚
訴
訟
と
財
産
分
与
の
申
立
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
離
婚
訴
訟
と
財
産
分
与
の
審
判
の
並
存
を
認
め
る
見
解
（
併
合
説
）
、
離
婚
訴
訟
が
係
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属
す
る
と
き
は
財
産
分
与
は
も
っ
ば
ら
離
婚
訴
訟
手
続
の
み
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
る
と
す
る
見
解
（
人
訴
説
）
、
人
訴
手
続
の
枠
か
ら
く
る
や
む
を

得
な
い
制
約
を
除
き
、
原
則
と
し
て
審
判
事
件
と
し
て
審
理
さ
れ
る
場
合
の
保
障
が
与
え
ら
れ
た
う
え
で
人
訴
に
お
い
て
審
理
さ
れ
る
と
す
る
見
解

（
折
衷
説
）
と
が
対
立
し
て
い
る
。
右
最
高
裁
判
決
も
上
告
理
由
も
人
訴
説
を
前
提
と
し
て
い
る
。
私
見
は
人
訴
説
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
点

に
立
入
ら
な
い
。

二
　
学

説

78

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
　
通
説
は
民
訴
三
八
五
条
の
不
利
益
変
更
禁
止
原
則
の
適
用
否
定
説
で
、
右
最
高
判
例
は
適
用
否
定
説
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
適
用
否
定
説
の
前
提
に
は
、
財
産
分
与
事
件
が
家
事
審
判
事
件
す
な
わ
ち
非
訟
事
件
の
一
種
で
あ
り
、
申
立
主
義
は
適
用
さ
れ
る
も
の

の
、
い
わ
ゆ
る
処
分
権
主
義
の
適
用
が
な
い
と
の
考
え
方
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
財
産
分
与
請
求
権
の
法
的
性
質
す
な
わ
ち
民
法
七
六
八

条
一
項
の
解
釈
が
間
題
と
な
る
．

二
　
財
産
分
与
請
求
権
を
規
定
す
る
実
体
法
が
ー
そ
れ
は
民
法
七
六
八
条
一
項
な
の
で
あ
る
が
ー
、
財
産
分
与
請
求
権
の
発
生
要

件
・
範
囲
を
規
定
し
て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
発
生
・
範
囲
の
確
定
は
訴
訟
事
件
で
あ
っ
て
非
訟
事
件
で
は
な
い
．
財
産
分
与
請

求
権
の
審
判
を
確
認
的
と
み
る
場
合
は
特
に
そ
う
で
あ
ろ
う
し
、
形
成
的
に
解
す
る
場
合
で
も
形
成
要
件
が
実
体
法
に
規
定
さ
れ
て
い
れ

ば
事
情
は
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
。
右
実
体
規
定
が
そ
の
発
生
要
件
か
ら
範
囲
ま
で
裁
判
所
の
裁
量
を
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

裁
量
に
よ
っ
て
財
産
分
与
請
求
権
を
形
成
す
る
事
件
は
非
訟
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
仮
に
訴
訟
事
件
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
を

訴
訟
的
要
素
を
取
入
れ
た
非
訟
手
続
で
処
理
す
る
こ
と
は
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
余
地
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
純
非
訟
事
件

的
手
続
を
も
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
で
問
題
が
生
じ
る
。
あ
る
訴
訟
事
件
を
処
理
す
る
手
続
に
お
け
る

手
続
保
障
の
問
題
は
必
ず
し
も
純
訴
訟
的
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
事
件
の
性
質
に
応
じ
て
折
衷
的
手
続
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
例
え
ば
非
訟
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事
件
手
続
に
ど
の
程
度
訴
訟
的
要
素
を
加
味
す
れ
ば
よ
い
か
は
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
っ
て
、
多
様
性
が
あ
っ
て
よ
い
と
の
考
え
方
も
あ

（
3
）る

。
基
本
的
に
訴
訟
事
件
で
あ
る
な
ら
ば
、
仮
に
そ
れ
を
非
訟
手
続
的
に
処
理
す
る
と
し
て
も
そ
こ
に
訴
訟
手
続
的
要
素
を
加
味
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
、
当
該
事
件
が
非
訟
事
件
か
訴
訟
事
件
か
を
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
．
こ
の
点
で
、
石
渡
・
前
掲
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

批
一
三
九
頁
以
下
が
、
ま
ず
も
っ
て
こ
の
点
に
関
連
し
て
財
産
分
与
請
求
権
の
要
素
を
分
析
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

三
　
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
詳
細
な
検
討
を
必
要
と
す
る
が
、
私
見
は
か
つ
て
財
産
分
与
請
求
権
に
清
算
的
要
素
の
み
を

認
め
、
夫
婦
が
協
力
し
て
獲
得
、
維
持
し
た
財
産
の
潜
在
的
持
分
の
取
戻
権
的
性
質
を
有
す
る
と
解
し
、
同
請
求
権
（
財
産
分
与
の
比
率
な

い
し
そ
の
額
）
は
夫
婦
の
協
力
に
基
づ
い
て
既
に
財
産
分
与
の
裁
判
前
に
生
じ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
財
産
分
与
の
裁
判
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

形
成
的
と
解
し
た
と
し
て
も
形
成
要
件
は
実
体
法
上
決
定
し
て
い
る
も
の
と
解
し
た
．
私
見
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
財
産
分
与
請
求
事
件

は
、
財
産
分
与
の
比
率
・
額
に
つ
い
て
は
訴
訟
事
件
、
そ
の
適
用
と
し
て
の
具
体
的
財
産
の
指
定
に
つ
い
て
は
非
訟
事
件
と
い
う
こ
と
に

（
7
）

な
る
。

　
慰
籍
料
に
つ
い
て
も
不
法
行
為
の
場
合
は
訴
訟
事
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
離
婚
の
場
合
が
非
訟
事
件
で
あ
る
と
し
て
．
両
者
と
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
る
合
理
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

四
　
以
上
の
私
見
は
と
り
あ
え
ず
置
く
と
し
て
、
財
産
分
与
事
件
を
非
訟
事
件
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
非
訟
事
件
の
手
続
原
則
か
ら
し
て

以
下
の
取
扱
い
が
是
認
さ
れ
て
い
る
（
不
利
益
変
更
禁
止
原
則
適
用
否
定
説
の
立
場
）
。
す
な
わ
ち
、
財
産
分
与
も
、
「
家
庭
裁
判
所
が
後
見
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

立
場
か
ら
、
合
目
的
的
見
地
に
た
っ
て
、
裁
量
権
を
行
使
し
て
そ
の
具
体
的
内
容
を
形
成
す
る
」
と
い
う
意
味
で
非
訟
事
件
の
性
質
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
（
1
）
財
産
分
与
の
申
立
は
単
に
財
産
分
与
を
求
め
る
旨
を
申
し
立
て
れ
ば
よ
く
、
分
与
の
額
お
よ
び
方
法
を
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

定
し
て
な
す
こ
と
を
要
さ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
（
2
）
仮
に
当
事
者
が
分
与
の
額
お
よ
び
方
法
を
特
定
し
て
申
し
立
て
た
と
し
て
も
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

所
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
た
と
え
当
事
者
が
額
を
特
定
し
て
申
し
立
て
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
審
判
の
本
旨
と
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

う
べ
き
裁
判
所
の
後
見
的
、
合
目
的
的
な
裁
量
権
の
行
使
ま
で
を
束
縛
し
て
よ
い
い
わ
れ
は
な
い
し
、
実
際
上
も
当
事
者
の
誤
解
や
過
度
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の
遠
慮
ま
た
は
調
査
不
十
分
な
ど
か
ら
結
果
す
る
不
本
意
な
い
し
最
低
限
の
金
額
が
そ
の
ま
ま
上
限
を
画
す
る
こ
と
に
な
っ
て
不
合
理
で

（
1
4
）

あ
る
。
さ
ら
に
は
金
銭
で
申
し
立
て
た
場
合
に
裁
判
所
が
金
銭
以
外
の
財
産
を
分
与
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
す
る
と
き
ま
た
は
そ
の
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
（
1
6
）

の
場
合
に
、
申
立
に
拘
束
力
を
認
め
る
と
裁
判
所
の
合
目
的
的
な
裁
量
の
余
地
す
ら
狭
め
る
結
果
と
な
る
と
い
う
。
（
3
）
離
婚
を
命
じ
る

第
一
審
判
決
に
不
服
は
な
い
が
、
財
産
分
与
の
裁
判
に
つ
き
不
服
が
あ
る
場
合
後
者
に
つ
い
て
の
み
不
服
を
申
し
立
て
う
る
点
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

は
間
題
が
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
、
財
産
分
与
に
関
す
る
処
分
に
対
し
控
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
控
訴
審
が
そ
の
内
容
を
控
訴
人
の
不
利

益
に
変
更
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
点
が
間
題
に
な
る
。
民
訴
法
三
八
五
条
も
非
訟
事
件
に
準
用
さ
れ
る
か
ら
（
民
訴
四
一
四
条
、

非
訟
二
五
条
）
、
非
訟
事
件
た
る
財
産
分
与
事
件
に
つ
い
て
も
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
が
妥
当
す
る
か
に
み
え
る
。
不
利
益
変
更
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
原
則
は
民
訴
法
一
八
六
条
に
対
応
す
る
も
の
で
、
上
訴
に
お
け
る
処
分
権
主
義
の
発
現
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
．
し
か
る
に
非
訟
事
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
処
分
権
主
義
が
妥
当
し
な
い
か
ら
、
財
産
分
与
事
件
に
つ
い
て
も
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
は
妥
当
し
な
い
。
非
訟
法
二
五
条
が
抗
告

に
関
す
る
民
訴
法
の
規
定
の
準
用
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
非
訟
事
件
に
お
け
る
抗
告
審
の
手
続
が
民
訴
法
の
抗
告
手
続
に
な
る

　
　
　
　
　
（
2
1
）

と
は
い
え
な
い
。

　
か
く
し
て
、
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
は
非
訟
事
件
に
は
妥
当
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
が
処
分
権
主
義
な
い

し
申
立
拘
束
原
則
を
そ
の
根
拠
と
す
る
以
上
、
か
か
る
原
則
が
妥
当
し
な
い
非
訟
事
件
に
お
い
て
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

　
　
（
22
）

な
ろ
う
。

五
　
こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
分
与
事
件
が
非
訟
事
件
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
不
利
益
変
更
禁
止
原
則
適
用
肯
定
説
も
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
ヤ

す
る
。
す
な
わ
ち
、
（
イ
）
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
根
拠
を
上
訴
へ
の
利
益
保
護
と
い
う
感
覚
に
求
め
る
見
解
、
（
ロ
）
非
訟
事
件
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ち
特
に
公
益
性
な
い
し
後
見
性
を
欠
く
申
立
事
件
に
つ
い
て
は
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用
な
い
し
準
用
を
肯
定
す
る
見
解
な
ど
が

　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

提
唱
さ
れ
て
い
る
。
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（
1
）
　
岡
垣
「
婚
姻
事
件
に
お
け
る
附
帯
申
立
」
人
事
訴
訟
の
研
究
二
四
六
頁
（
以
下
で
は
、
「
岡
垣
．
研
究
」
と
麦
示
す
る
）
、
同
．
人
事
訴
訟
手
続

法
二
八
六
頁
（
以
下
で
は
、
岡
垣
・
「
人
訴
」
と
表
示
す
る
）
。
家
事
審
判
一
般
に
つ
き
、
菊
池
「
抗
告
審
に
お
け
る
審
理
」
家
族
法
の
理
論
と
実
務

　
（
別
冊
判
タ
八
号
）
四
一
〇
頁
が
、
非
訟
事
件
一
般
に
つ
き
、
鈴
木
「
非
訟
事
件
に
於
け
る
裁
判
の
無
効
と
取
消
・
変
更
」
非
訟
事
件
の
裁
判
の
既

判
力
九
一
頁
以
下
、
同
「
非
訟
事
件
に
於
け
る
民
訴
規
定
の
準
用
」
非
訟
・
家
事
事
件
の
研
究
三
四
二
頁
以
下
が
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用

を
否
定
し
て
い
る
．
ま
た
、
家
事
審
判
に
つ
ぎ
、
「
家
事
事
件
研
究
会
の
記
録
（
二
）
」
家
月
二
三
巻
九
号
一
七
五
頁
以
下
に
お
い
て
議
論
が
あ
り
、

　
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用
の
否
定
に
対
す
る
疑
問
も
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
否
定
に
積
極
的
に
反
対
す
る
意
見
は
な
い
よ
う
で
あ
る
．

（
2
）
　
石
渡
哲
・
前
掲
二
二
九
頁
は
、
適
用
否
定
説
が
今
後
の
実
務
を
支
配
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
．

（
3
）
　
三
ケ
月
章
「
訴
訟
事
件
の
非
訟
化
と
そ
の
限
界
」
民
事
訴
訟
法
研
究
五
巻
四
九
頁
以
下
。
山
木
戸
克
己
「
訴
訟
手
続
の
多
様
性
」
講
座
民
事
訴

訟
②
八
七
頁
以
下
．

（
4
）
　
財
産
分
与
請
求
権
の
要
素
と
し
て
、
一
般
に
清
算
的
要
素
、
扶
養
的
要
素
、
慰
籍
料
的
要
素
の
三
要
素
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

　
で
あ
る
．
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
我
妻
・
親
族
法
（
法
律
学
全
集
）
一
五
四
頁
．
た
だ
し
、
中
川
（
淳
）
「
財
産
分
与
制
度
の
性
質
」

家
族
法
大
系
皿
四
五
頁
以
下
は
損
害
賠
償
的
性
質
を
否
定
し
、
石
川
「
家
事
審
判
事
項
と
し
て
の
財
産
分
与
請
求
権
の
問
題
点
」
法
学
研
究
三
三
巻

　
二
号
五
一
二
頁
以
下
は
清
算
的
要
素
の
み
を
肯
定
し
て
い
る
．
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
非
常
に
多
数
の
学
説
．
判
例
を
整
理
、
分
析
す
る
最
近
の
文

献
と
し
て
緒
方
「
財
産
分
与
請
求
権
の
本
質
」
（
有
地
編
）
現
代
家
族
法
の
諸
問
題
二
二
一
頁
以
下
参
照
．

（
5
）
　
離
婚
に
お
け
る
慰
籍
料
請
求
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
緒
方
・
前
掲
論
文
二
三
〇
頁
以
下
参
照
．

（
6
）
　
石
川
・
前
掲
五
一
二
頁
以
下
．
こ
れ
に
対
し
て
石
渡
・
前
掲
二
二
九
～
四
〇
頁
は
、
「
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
取
り
戻
し
は
説
明
の
た
め
の
比

喩
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
説
明
か
ら
財
産
分
与
請
求
権
の
あ
り
方
が
必
然
的
に
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
．
む
し
ろ
、
財
産
分
与
の
方
法
に
つ
い
て
は

も
と
よ
り
、
そ
の
額
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
決
定
す
る
に
は
、
当
該
夫
婦
の
財
産
の
状
態
や
、
財
産
の
獲
得
お
よ
び
維
持
に
対
す
る
各
人
の
寄
与
の

度
合
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
七
六
八
条
三
項
参
照
）
が
、
か
よ
う
な
評
価
は
裁
判
所
の
自
由
な
裁
量
に
基
づ
く
判
断
に
よ
ら
ざ
る
を
え

な
い
．
し
た
が
っ
て
私
は
、
清
算
的
要
素
を
持
つ
財
産
分
与
請
求
権
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
裁
判
前
に
発
生
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
に
よ

　
っ
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
解
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
裁
判
の
実
質
は
非
訟
事
件
で
あ
り
、
形
式
的
形
成
訴
訟
に
類
す
る
も
の
で
あ

　
る
、
と
解
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
．
清
算
的
要
素
の
理
論
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
緒
方
・
前
掲
論
文
二
二
二
頁
以
下
参
照
．

　
　
財
産
分
与
請
求
権
一
般
に
つ
ぎ
、
こ
れ
を
非
訟
的
形
成
と
解
す
る
も
の
と
し
て
、
加
藤
令
造
編
・
家
事
審
判
法
講
座
－
一
六
七
頁
〔
綿
引
〕
、
市

川
・
財
産
分
与
請
求
（
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
3
）
一
二
七
～
九
頁
も
同
旨
か
）
．
こ
れ
に
対
し
て
我
妻
・
前
掲
書
一
五
六
頁
は
、
同
請
求
権
は
裁

判
前
に
既
に
発
生
し
て
い
る
、
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
川
（
善
之
助
）
編
・
註
釈
親
族
法
（
上
）
二
六
三
頁
〔
福
島
〕
は
、
財
産
分
与
の
協
議
ま
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た
は
審
判
請
求
権
が
離
婚
ま
た
は
婚
姻
取
消
に
よ
っ
て
生
じ
、
協
議
ま
た
は
審
判
が
具
体
的
な
財
産
分
与
請
求
権
を
生
じ
さ
せ
る
、
と
解
し
て
い
る
。

（
7
）
　
石
川
・
前
掲
論
文
五
一
八
頁
以
下
、
同
『
判
批
』
法
学
研
究
四
一
巻
四
号
四
九
頁
は
、
財
産
分
与
事
件
は
、
そ
の
額
の
判
断
に
お
い
て
訴
訟
的

　
要
素
が
、
分
与
の
方
法
の
決
定
に
お
い
て
非
訟
的
要
素
が
存
す
る
、
と
解
し
て
い
る
．

（
8
）
　
た
だ
し
本
件
で
は
、
慰
薙
料
は
同
一
手
続
に
お
い
て
別
に
請
求
さ
れ
て
お
り
（
結
果
は
棄
却
）
、
最
高
裁
の
判
例
に
よ
れ
ば
か
よ
う
な
場
合
に
は

財
産
分
与
に
慰
籍
料
の
要
素
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
．
最
判
昭
和
五
三
年
二
月
二
一
目
家
月
三
〇
巻
九
号
七
四
頁
．
最
判
昭
和
三
一
年
二
月

　
二
一
日
民
集
一
〇
巻
二
号
一
二
四
頁
、
最
判
昭
和
四
六
年
七
月
二
三
日
民
集
二
五
巻
五
号
八
〇
五
頁
も
、
慰
籍
料
を
財
産
分
与
と
別
に
請
求
で
き
る

　
と
し
て
い
る
。

　
　
財
産
分
与
と
慰
籍
料
の
関
係
に
つ
い
て
も
多
数
の
文
献
が
あ
る
が
．
最
近
の
も
の
と
し
て
．
家
崎
「
財
産
分
与
と
慰
籍
料
」
民
法
講
座
7
一
六
五

頁
以
下
、
緒
方
・
前
掲
論
文
二
二
八
頁
以
下
参
照
。
そ
れ
以
前
の
文
献
は
、
両
論
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
鈴
木
忠
一
「
非
訟
・
家
事
事
件
の
研
究
」
三
七
頁
、
高
野
耕
一
「
財
産
分
与
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
新
実
務
民
訴
講
座
8
三
二
七
頁
以
下
、
石

渡
・
前
掲
一
四
〇
頁
、
山
本
“
上
村
「
判
批
」
民
商
五
六
巻
二
号
二
二
五
頁
、
青
山
「
判
批
」
法
協
八
四
巻
六
号
五
八
～
九
頁
、
中
川
（
淳
）
「
判
批
」

判
評
九
八
号
一
〇
一
頁
、
岡
垣
・
研
究
二
一
七
頁
、
同
・
人
訴
二
五
四
頁
。
家
事
審
判
一
般
に
つ
き
、
山
木
戸
・
家
事
審
判
法
（
法
律
学
全
集
）
一

　
二
頁
以
下
、
菊
池
・
前
掲
論
文
四
〇
八
頁
。
な
お
、
人
訴
法
一
五
条
一
項
は
離
婚
訴
訟
に
お
け
る
財
産
分
与
請
求
の
併
合
を
認
め
て
い
る
。

（
1
0
）
　
最
判
昭
和
四
〇
年
六
月
二
〇
日
民
集
一
九
巻
四
号
一
〇
八
九
頁
．

（
1
1
）
　
岡
垣
・
研
究
二
一
七
頁
．
同
・
人
訴
二
五
五
頁
、
最
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
五
日
民
集
二
一
〇
巻
六
号
二
九
七
頁
、
仙
台
高
判
昭
和
三
二
年
二

月
一
二
日
下
民
集
八
巻
二
号
二
七
二
頁
．
山
本
”
上
村
・
前
掲
判
批
、
青
山
・
前
掲
判
批
、
中
川
・
前
掲
判
批
は
昭
和
四
一
年
の
最
判
に
対
す
る
評

　
釈
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
判
旨
に
賛
成
し
て
い
る
．
石
川
・
前
掲
判
批
は
、
こ
れ
ら
の
判
批
に
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
判
旨
に
賛
成
し
て
い
る
．

（
1
2
）
　
鈴
木
忠
一
・
前
掲
三
四
〇
頁
、
高
野
耕
一
・
新
実
務
民
訴
講
座
8
三
二
七
頁
、
家
事
審
判
一
般
に
つ
き
、
菊
池
・
前
掲
論
文
四
一
〇
頁
が
当
事

　
者
の
申
立
の
拘
束
力
を
否
定
し
て
い
る
。
判
例
と
し
て
は
、
福
岡
高
判
昭
和
三
六
年
二
月
二
七
日
下
民
集
一
二
巻
三
八
六
頁
．
京
都
地
判
昭
和
三
五

年
一
二
月
一
六
日
下
民
集
一
一
巻
一
二
号
二
六
六
三
頁
、
松
山
地
西
条
支
判
昭
和
五
〇
年
六
月
三
〇
日
判
時
八
○
八
号
九
三
頁
が
あ
る
．

（
13
）
　
高
野
耕
一
・
前
掲
三
二
七
頁
．

（
1
4
）
　
高
野
耕
一
・
前
掲
三
二
七
頁
．

（
1
5
）
　
高
野
耕
一
・
前
掲
三
二
八
頁
．

（
1
6
）
　
高
野
耕
丁
前
掲
に
よ
れ
ば
、
実
務
上
は
、
金
銭
で
あ
れ
ば
金
額
、
金
銭
以
外
の
財
産
な
ら
そ
の
物
な
い
し
権
利
を
特
定
し
て
そ
の
支
払
い
や

　
引
渡
し
、
登
記
移
転
等
を
求
め
る
旨
を
申
し
立
て
る
の
が
一
般
で
あ
る
と
さ
れ
（
三
二
六
頁
）
、
た
ガ
か
か
る
場
合
に
は
当
事
老
の
評
価
で
あ
る
と
み
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て
、
民
法
七
六
八
条
三
項
に
い
わ
ゆ
る
コ
切
の
事
情
」
の
一
つ
と
し
て
考
慮
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
（
三
二
八
頁
）
．

（
1
7
）
　
岡
垣
学
”
吉
村
徳
重
編
・
注
解
人
事
訴
訟
手
続
法
一
七
〇
頁
以
下
〔
叶
和
夫
〕
．
な
お
、
親
権
者
指
定
に
つ
き
最
判
昭
和
六
一
年
一
月
二
一
日

家
月
三
八
巻
八
号
四
八
頁
は
同
旨
．

（
1
8
）
　
飯
塚
重
男
「
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
」
講
座
民
事
訴
訟
7
一
九
二
頁
．
な
お
、
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
に
つ
い
て
は
宇
野
聡
「
不
利
益
変

更
禁
止
の
原
則
の
機
能
と
限
界
（
一
）
・
（
二
）
・
（
完
）
」
民
商
法
雑
誌
一
〇
三
巻
三
号
三
九
七
頁
以
下
（
一
一
九
〇
年
）
、
同
一
〇
三
巻
四
号
五
八
○

頁
以
下
（
一
九
九
一
年
）
が
詳
細
な
研
究
で
あ
っ
て
、
不
服
申
立
の
原
則
を
引
合
い
に
出
す
べ
き
で
は
な
い
旨
を
説
い
て
い
る
．

ハ　　　パ　　　パ　　　パ　　　パ　　　パ

24　23　22　21　20　19
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）事

件
で
も
遺
産
分
割
事
件
、

則
の
適
用
な
い
し
準
用
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
．

（
2
5
）
　
岡
垣
・
研
究
二
一
七
頁
、
二
一
九
頁
，
同
・
人
訴
二
五
四
頁
以
下
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
の
申
立
て
の
拘
束
力
を
否
定
す
る
が
、
当
事
者
が

申
立
に
よ
っ
て
上
限
を
画
す
る
意
思
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
は
、
拘
束
力
を
肯
定
す
る
．
石
川
・
前
掲
判
批
九
五
頁
も
同
旨
て
あ
る
．

鈴
木
忠
一
・
前
掲
三
四
三
頁
。

本
件
判
旨
の
立
場
。

鈴
木
忠
一
・
前
掲
三
三
〇
頁
。

岡
垣
学
“
吉
村
徳
重
・
前
掲
二
〇
四
頁
〔
叶
和
夫
〕
、
石
渡
哲
・
前
掲
一
四
〇
頁
．

宇
野
・
前
掲
論
文
・
民
商
法
雑
誌
一
〇
三
巻
四
号
六
〇
二
頁
。

鈴
木
忠
一
・
前
掲
三
四
五
頁
、
吉
岡
進
「
家
事
審
判
の
抗
告
審
に
お
け
る
諸
問
題
」
新
実
務
民
訴
講
座
8
二
七
五
頁
以
下
、
但
し
前
者
は
申
立

　
　
　
　
　
　
　
　
殊
に
当
事
者
が
三
人
以
上
の
場
合
同
原
則
の
準
用
を
否
定
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
申
立
事
件
一
般
に
つ
い
て
同
原

三
　
検

討

以
下
の
議
論
は
財
産
分
与
事
件
が
非
訟
事
件
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
も
っ
て
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
前
節
四
（
1
）
の
命
題
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
前
節
四
（
2
）
の
命
題
に
は
若
干
の
問
題
な
し
と
し
な
い
。
前
節
五
の
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用
を
認
め
る
見

解
の
う
ち
特
に
（
ロ
）
の
立
場
は
、
非
訟
事
件
の
う
ち
対
象
た
る
実
体
関
係
に
つ
い
て
私
的
自
治
の
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
処
分

権
主
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
財
産
分
与
請
求
に
は
、
請
求
内
容
を
特
定
せ
ず
し
て
抽
象
的
に
申
し
立
て
る
場
合
と
、
特
定

し
て
申
し
立
て
る
場
合
と
が
あ
る
。
分
与
の
額
お
よ
び
方
法
を
特
定
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
み
を
特
定
す
る
場
合
も

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
こ
れ
を
適
法
と
す
べ
き
で
あ
る
。

二
　
財
産
分
与
は
私
的
財
産
上
の
間
題
で
あ
る
か
ら
、
私
的
自
治
の
対
象
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
額
に
つ
い
て
は
処
分
権
主
義
が
認

め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
範
囲
で
は
裁
判
所
の
裁
量
権
も
制
限
さ
れ
る
．
こ
れ
に
対
し
て
分
与
方
法
に
関
し
て
は
、
存
在
す

る
財
産
の
種
類
と
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
裁
判
所
の
自
由
な
裁
量
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
．
当
事
者
の
誤
解
や
調
査
不
十

分
の
た
め
に
不
本
意
な
い
し
最
低
限
の
金
額
が
そ
の
ま
ま
申
立
額
の
上
限
を
画
し
て
は
困
る
と
の
懸
念
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
誤
解
が
正

さ
れ
、
調
査
が
補
充
さ
れ
た
後
に
、
申
立
人
が
申
立
を
拡
張
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
．
金
銭
で
申
し
立
て
た
場
合
金
銭
以
外
の
財
産
を

分
与
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
逆
の
場
合
、
申
立
に
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
と
の
指

摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
金
銭
に
す
る
か
あ
る
い
は
他
の
財
産
に
す
る
か
は
分
与
の
方
法
の
間
題
で
あ
っ
て
、
私
見

に
よ
れ
ば
こ
の
点
に
関
し
て
は
処
分
権
主
義
の
適
用
を
排
除
し
裁
判
所
の
自
由
な
裁
量
を
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
申
立
人
が
額
並
び
に
方
法
を
特
定
し
て
財
産
分
与
の
請
求
を
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
額
の
点
で
当
事
者
の
申
立
に
拘
束

さ
れ
る
が
、
方
法
の
点
で
は
拘
束
さ
れ
な
い
。
但
し
額
を
特
定
し
て
も
、
申
立
人
が
額
の
特
定
に
よ
り
申
立
額
の
上
限
を
画
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
額
の
特
定
が
上
限
を
画
し
て
い
る
か
否
か
不
明
な
場
合
は
釈
明
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
か
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
も
自
ら
同
答
が
で
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、

不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
本
質
に
つ
い
て
の
見
解
に
関
し
て
対
立
が
あ
る
も
の
の
、
仮
に
そ
れ
を
処
分
権
主
義
に
由
来
す
る
も
の
と
解

す
る
な
ら
ば
、
申
立
の
拘
束
力
を
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
分
与
額
に
関
し
て
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
が
適
用
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さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
分
与
の
方
法
に
関
し
て
右
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
．
第
二
に
、
そ
も
そ
も
不
利
益
変
更
に

な
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
分
与
額
は
問
題
に
な
っ
て
も
、
何
れ
の
財
産
を
分
与
す
べ
き
か
と
い
う
方
法
の
間
題
は
本
質
的

な
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
額
の
変
更
が
な
け
れ
ば
分
与
財
産
が
A
財
産
か
ら
B
財
産
に
変
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
事
実

上
の
有
利
不
利
は
あ
っ
て
も
こ
れ
を
も
っ
て
法
律
上
考
慮
す
べ
き
有
利
不
利
と
い
え
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
．

離婚訴訟における財産分与の裁判と不利益変更禁止の原則

四
　
結

語

　
非
訟
事
件
に
処
分
権
主
義
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
命
題
は
従
来
ぎ
わ
め
て
自
明
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
．
し
か
し
、
二
当
事
者

の
財
産
的
利
害
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
種
類
の
非
訟
事
件
で
は
、
右
の
命
題
は
一
つ
の
ド
グ
マ
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
既
述
の
よ
う
に
右
の
ド
グ
マ
に
挑
戦
し
た
学
説
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
．
非
訟
事
件
で
両
当
事
者
の
財
産
的
利
益
が
対
立
し
て

い
る
も
の
の
う
ち
、
い
か
な
る
範
囲
で
処
分
権
主
義
が
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
全
体
的
体
系
的
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
財
産
分
与
請
求
権
は
そ
の
一
つ
の
試
金
石
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
．
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