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４　

韓
国
家
族
法
の
未
来
像

（
１
）
個
人
と
家
族
に
対
す
る
認
識
の
変
化

韓
国
で
は
、
家
族
の
問
題
は
私
的
領
域
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
私
分
離
原
則
に
基
づ
き
、
国
は
私
的
領
域
で
あ
る
家
庭
生
活
に

介
入
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
慣
例
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
の
た
め
、
家
庭
内
の
配
偶
者
に
よ
る
暴
力

が
放
置
さ
れ
、
老
人
問
題
が
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
児
童
虐
待
と
い
っ
た
深
刻
な
問
題
に
対
し
て
も
、
国
の
介
入
を
阻

害
し
、
家
族
共
同
体
の
内
部
の
封
建
的
な
力
関
係
の
不
均
衡
に
よ
る
問
題
が
、
大
き
な
社
会
問
題
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
一
九
九
〇
年
以
降
の
韓
国
の
雇
用
状
況
の
不
安
定
化
に
よ
り
、
家
族
を
構
成
す
る
基
礎
で
あ
る
婚
姻
に
関
す
る
価
値
観
の
変
化
が

生
じ
、
社
会
的
・
経
済
的
な
要
因
も
相
ま
っ
て
非
婚
を
選
択
す
る
個
人
が
増
加
し
て
き
て
い
る
（
注
１
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
共
同
体
と
し

て
の
家
族
が
、
従
来
の
伝
統
的
な
大
家
族
の
形
態
か
ら
核
家
族
へ
、
更
に
一
人
世
帯
中
心
の
家
族
形
態
へ
と
、
家
族
構
造
を
急
速
に
変
化

さ
せ
て
い
る
。

家
族
に
関
す
る
認
識
等
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
韓
国
社
会
を
構
成
す
る
人
々
は
、
基
本
的
に
は
家
族
構
成
員
と
の
間
の

関
係
を
維
持
す
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
し
て
は
い
る
も
の
の
、
家
族
構
成
員
に
対
す
る
扶
養
と
い
っ
た
負
担
は
で
き
る
だ
け
軽
減
し
た
い

と
考
え
る
、
二
元
的
な
態
度
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
注
２
）。
ど
の
よ
う
な
家
族
形
態
で
生
活
す
る
か
と
い

う
こ
と
が
、
個
人
の
選
択
の
問
題
と
な
り
、
家
族
内
で
個
人
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
個
々
人
が
自
分
の
選
択
と

し
て
家
族
関
係
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
更
に
そ
の
よ
う
な
個
人
の
人
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
制
度
を
変
え
て
い
く
こ
と
が

正
義
に
か
な
う
と
認
識
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
の
戸
主
制
度
を
憲
法
不
合
致
決

定
と
す
る
判
断
で
、
こ
れ
を
受
け
て
、
韓
国
家
族
法
に
そ
れ
ま
で
根
強
く
残
っ
て
い
た
家
族
の
共
同
体
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
規
定
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が
、
家
族
を
構
成
す
る
個
々
人
の
尊
厳
性
、
生
存
権
、
人
格
権
お
よ
び
幸
福
追
求
権
な
ど
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
放
置
せ
ず
、

積
極
的
に
問
題
点
を
指
摘
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
私
生
活
に
対
す
る
保
護
の
考
え
方
が
、
家
族
、
特
に
核
家
族
を
単
位
と
し
て

い
た
も
の
か
ら
、
近
年
で
は
個
人
の
私
生
活
の
保
護
を
基
本
単
位
と
し
て
と
ら
え
、
国
と
し
て
は
、
家
族
の
領
域
へ
の
介
入
を
控
え
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
介
入
し
て
、
家
族
内
で
の
個
々
人
の
人
権
侵
害
の
発
生
を
防
ぐ
よ
う
努
め
る
と
い
う
考
え
方
に
転

換
し
つ
つ
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）「
養
子
縁
組
促
進
特
例
法
」
と
匿
名
出
産
の
導
入

儒
教
の
考
え
方
の
強
い
国
で
あ
る
韓
国
で
は
、
未
婚
状
態
で
の
子
の
出
産
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
家
族
の
名
誉
を
損
な
う
行
動
と
し

て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
ス
テ
ィ
グ
マ
の
た
め
、
未
婚
女
性
が
子
を
出
産
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
子
を
海
外

に
養
子
と
し
て
送
り
出
す
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
韓
国
社
会
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
解
決
が
図
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
な
形
で
の
国
際
養
子
縁
組
は
、
児
童
の
人
権
の
観
点
か
ら
考
え
て
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
放
置
し
て
い
る
韓
国
政
府
に
対
し
て

は
強
い
非
難
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
近
年
、
韓
国
社
会
の
認
識
の
変
化
や
政
府
の
政
策
転
換
に
よ
り
、
国
内
養
子
縁
組
の
数
が
大
幅
に
増

加
し
て
き
た）

3

（
注

。
二
〇
〇
六
年
以
前
に
は
、
養
子
縁
組
全
体
に
占
め
る
国
外
養
子
縁
組
の
割
合
は
六
九
．八
％
で
、
国
内
養
子
縁
組
の
割
合
は

三
〇
．二
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
に
は
こ
の
割
合
が
、
国
外
養
子
縁
組
が
三
五
．四
％
で
、
国
内
養
子
縁
組
が
六
四
．六
％
と
逆
転
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
養
子
と
な
る
児
童
は
国
内
お
よ
び
国
外
の
養
子
縁
組
す
べ
て
に
お
い
て
、
未
婚
の
母
に
よ
り
誕
生

し
た
子
女
の
ケ
ー
ス
が
九
〇
％
以
上
で
あ
る
。

韓
国
は
二
〇
一
二
年
に
、「
養
子
縁
組
促
進
特
例
法
」
を
全
面
改
正
し
て
、
児
童
を
養
子
と
し
て
縁
組
す
る
場
合
に
は
、
家
庭
法
院
の
許

可
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
際
の
必
要
書
類
の
一
つ
と
し
て
「
養
子
に
な
る
児
童
の
出
生
申
告
書
」
の
添
付
が
要
求
さ
れ
る
こ
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と
と
な
っ
た
（
養
子
縁
組
促
進
特
例
法
第
一
一
条
第
一
項
）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
経
過
を
観
察
し
、
必
要
な
情
報

を
提
供
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
、「
中
央
入
養
院
」
が
創
設
さ
れ
、
養
子
に
な
っ
た
児
童
お
よ
び
そ
の
家
族
の
情
報
な
ら
び
に
養
子
の
出

自
を
知
る
権
利
の
保
障
と
し
て
、
自
分
の
実
親
家
族
を
探
す
た
め
に
必
要
な
統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
運
営
し
て
い
る
。
ま
た
、「
養
子
縁
組

促
進
特
例
法
」
に
よ
り
養
子
に
な
っ
た
者
は
、「
中
央
入
養
院
」
ま
た
は
関
連
す
る
機
関
に
対
し
て
養
子
縁
組
に
関
す
る
情
報
の
公
開
を
請

求
で
き
る
よ
う
に
し
、
情
報
公
開
の
請
求
を
受
け
た
機
関
は
、
親
生
父
母
の
同
意
を
得
て
情
報
公
開
を
行
っ
て
い
る
。
も
し
親
生
父
母
が

情
報
公
開
に
同
意
し
な
い
場
合
に
は
、そ
の
者
の
個
人
情
報
部
分
を
除
い
た
情
報
を
公
開
し
て
い
る
（
同
法
第
三
六
条
第
一
項
・
第
二
項
）。

こ
の
よ
う
に
韓
国
で
は
、
二
〇
一
二
年
の
「
養
子
縁
組
促
進
特
例
法
」
の
全
面
改
正
を
通
じ
て
、
国
外
養
子
縁
組
児
童
の
人
権
問
題
の

重
要
性
の
認
識
を
高
め
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
改

正
さ
れ
た
「
養
子
縁
組
促
進
特
例
法
」
で
は
養
子
縁
組
の
必
要
書
類
中
に
、
養
子
と
な
る
者
の
出
生
申
告
書
を
含
め
て
お
り
、
未
婚
で
子

の
出
産
を
し
た
こ
と
自
体
を
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
女
性
に
と
っ
て
は
、「
養
子
縁
組
促
進
特
例
法
」
の
手
続
き
に
よ
る
養
子
縁
組
を
回

避
す
る
事
例
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
韓
国
の
刑
法
は
人
為
的
に
胎
児
を
死
に
至
ら
せ
る
行
為
は
堕
胎
罪
と
し
て
犯
罪
を
構
成
す

る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
例
外
的
に
容
認
さ
れ
る
「
人
工
妊
娠
中
絶
」
に
関
し
て
は
、「
母
子
保
健
法
」
で
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
例

外
規
定
に
は
、
日
本
の
よ
う
な
「
社
会
・
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
人
工
妊
娠
中
絶
」
は
正
当
理
由
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
望
ま

な
い
妊
娠
の
場
合
や
出
産
後
の
子
の
養
育
が
困
難
な
女
性
に
よ
る
嬰
児
遺
棄
の
事
例
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
、こ
の
数
が
二
〇
一
二
年「
養

子
縁
組
促
進
特
例
法
」
の
改
正
に
よ
っ
て
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
近
年
「
匿
名
出
産
」
を
認
め
る
法
改
正
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
、
議
論
が
進
め
ら
れ
た
。
二
〇
一
八
年
二
月

七
日
に
、「
妊
婦
支
援
拡
大
と
秘
密
出
産
に
関
す
る
特
別
法
案
」
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
で
は
、
秘
密
出
産
の
意
思
が
明
示
さ

れ
た
場
合
や
、
緊
急
な
出
産
の
場
合
で
秘
密
出
産
を
希
望
す
る
こ
と
が
相
談
機
関
に
通
知
さ
れ
た
と
き
に
は
、
当
該
妊
婦
に
対
し
て
は
秘
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密
出
産
前
後
に
お
け
る
妊
婦
の
身
分
の
匿
名
性
を
保
障
し
て
、
嬰
児
を
保
護
し
、
出
生
申
告
、
後
見
お
よ
び
養
子
縁
組
手
続
き
が
開
始
で

き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
嬰
児
の
出
生
後
に
相
談
機
関
は
出
生
申
告
書
を
作
成
し
、
親
生
母
に
関
し
て
は
仮
名
で
の
出
生
申
告
を

認
め
、
同
時
に
秘
密
出
生
親
生
母
の
親
権
を
停
止
し
、
後
見
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
で
、
当
該
嬰
児
に
関
し
て
は
、「
養
子

縁
組
特
例
法
」
に
基
づ
い
て
養
子
縁
組
を
進
め
る
こ
と
で
そ
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
親
生
母
は
家
庭
法
院
に
よ
る
養
子
縁
組
請
求
認

容
審
判
が
確
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
親
権
の
回
復
を
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
嬰
児
に
対
す
る
養
子
縁
組
が
確
定
す
る

ま
で
は
、
親
生
父
に
よ
る
申
請
が
あ
れ
ば
、
養
子
縁
組
の
手
続
き
が
中
断
さ
れ
、
子
女
に
対
す
る
認
知
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
一
旦
子
女
の
養
子
縁
組
が
確
定
さ
れ
て
以
降
は
、
養
子
縁
組
の
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
と
、
規
定
さ
れ
て
い
る）

4

（
注

。 

（
3
）
個
人
の
生
存
権
保
障
の
主
体
と
し
て
の
家
族
と
国
家

現
在
、
韓
国
社
会
を
構
成
す
る
人
々
の
多
く
は
、
共
同
体
構
成
員
と
し
て
家
族
の
た
め
の
規
律
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
幸

福
と
尊
厳
が
保
障
さ
れ
る
場
と
し
て
家
族
が
存
在
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
傾
向
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
扶
養
を
必
要
と
す
る
者
の
生
存
権
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
、
扶
養
の
責
任
は
、
個

人
、
家
族
ま
た
は
国
の
い
ず
れ
に
第
一
義
的
に
存
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
児
童
扶
養
の
領
域
で
は
、
既
に
「
養
育
費
履
行
院
」
が
中
心
に
な
り
、
そ
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て

い
る
が
、
老
人
扶
養
の
問
題
が
新
た
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
て
い
る
。 

韓
国
民
法
第
九
七
四
条
は
、
直
系
血
族
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
の
間
と
、
そ
の
他
生
計
を
共
に
し
て
い
る
親
族
の
間
に
、
扶
養
義
務
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
当
事
者
た
ち
の
間
の
関
係
を
中
心
に
扶
養
義
務
を
細
分
化
し
て
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
多
数
説
お
よ
び
判
例
（
大
判
二
〇
一
二
．一
二
．二
七
，
二
〇
一
一
ダ
九
六
九
三
二
）
は
、
父
母
の
未
成
年
子
女
に
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対
す
る
扶
養
と
配
偶
者
相
互
間
の
扶
養
は
、
第
一
次
的
な
生
活
維
持
的
扶
養
義
務
（
日
本
に
お
け
る
「
生
活
保
持
義
務
」）
で
あ
り
、
こ
れ

ら
を
除
い
た
成
年
子
女
の
老
父
母
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
、第
二
次
的
生
活
扶
助
の
扶
養
義
務
（
日
本
に
お
け
る
「
生
活
扶
助
義
務
」）
で

あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
二
〇
一
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
「
老
人
の
生
活
変
化
に
対
す
る
研
究
調
査
」
に
よ
る
と
、
韓
国
の
老
人
の
主
な
収
入
源
は
、
今

日
に
お
い
て
も
子
女
に
よ
る
私
的
扶
養
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
年
金
制
度
な
ど
が
不
十
分
な
韓
国
に
お
い
て
は
、
子
女
に
よ
る
適
切
な
扶

養
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
老
親
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
生
存
権
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
私
的
扶
養
の
他
に
、高
齢
者
の
貧
困
を
防
止
す
る
制
度
で
あ
る
公
共
扶
助
（
日
本
に
お
け
る
「
公
的
扶
助
」）
と
し
て
の
「
国
民
基
礎
生

活
保
障
法
」
で
は
、
扶
養
義
務
者
の
範
囲
を
「
国
民
基
礎
生
活
保
障
法
」
に
よ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
の
一
寸
の
直
系
血
族
（
父
母
、

子
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
）
と
定
義
し
て
い
る
。「
国
民
基
礎
生
活
保
障
法
」
で
規
定
す
る
一
寸
の
直
系
血
族
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
に
関
し
て

は
、
こ
の
一
寸
直
系
血
族
間
の
扶
養
を
一
次
的
と
二
次
的
の
扶
養
義
務
と
し
て
区
別
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
一
寸
直
系
血
族
は
相
互
扶
養

義
務
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
制
度
設
計
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
が
成
人
子
女
の
父
母
に
対
す
る
扶
養
義
務
を

二
次
的
扶
養
義
務
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
国
民
基
礎
生
活
保
障
法
」
の
方
で
は
成
人
子
女
の
父
母
に
対
す
る
扶
養
を
必

須
的
で
あ
る
と
の
前
提
で
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
間
で
解
釈
の
整
合
性
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

「
国
民
基
礎
生
活
保
障
法
」
は
扶
養
義
務
者
で
あ
る
子
女
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
扶
養
義
務
が
適
切
に
履
行
さ
れ
な
い
場
合
、

老
父
母
は
扶
養
義
務
者
が
扶
養
を
忌
避
ま
た
は
拒
否
し
て
い
る
状
況
（
同
法
第
八
条
の
二
第
二
項
第
七
号
）、そ
の
他
の
扶
養
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
状
況
（
同
法
第
八
条
の
二
第
二
項
第
八
号
）
に
該
当
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
国
か
ら
の
公
共
扶
助
受
給
資
格
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
規
定
の
意
味
は
単
純
に
私
的
扶
養
が
「
実
質
的
に
」
行
わ
れ
て
な
い
、
ま
た
は
「
足
り
な
い
」
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、「
潜
在
的
な
可
能
性
」
す
ら
期
待
で
き
な
い
と
い
う
、
非
常
に
厳
格
な
要
件
を
受
給
資
格
基
準
に
し
て
い
る
。
そ
の
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た
め
、
家
族
か
ら
も
国
か
ら
も
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
死
角
地
帯
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

特
に
、
資
産
や
扶
養
が
可
能
な
収
入
が
あ
っ
て
も
、
父
母
と
の
関
係
が
断
絶
さ
れ
て
い
た
り
、
関
係
が
良
く
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と

で
、
実
際
に
は
扶
養
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
場
合
に
、「
国
民
基
礎
生
活
保
障
法
」
が
規
定
し
て
い
る
扶
養
を
忌
避
ま
た
は

拒
否
し
て
い
る
状
況
と
し
て
認
め
る
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
。
最
近
、
こ
れ
に
関
し
て
法
院
は
二
つ
の
相
反
す
る
立
場
か
ら
判
断
を

下
し
て
い
る
。
大
邱
高
等
法
院
は
、「
…
扶
養
能
力
の
あ
る
扶
養
義
務
者
が
ど
ん
な
理
由
で
あ
れ
実
際
に
明
白
に
扶
養
を
忌
避
又
は
拒
否
し

て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
と
国
民
基
礎
生
活
保
障
法
に
よ
る
受
給
権
者
に
な
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
『
扶
養
義
務
者
が
い
て
も
扶
養
し

て
貰
え
な
い
状
況
』
を
充
足
す
る
」
と
判
断
し
た
が
、
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
は
、「
…
『
扶
養
を
忌
避
又
は
拒
否
す
る
場
合
』
と
は
単
純
に
扶

養
料
を
支
給
し
て
い
な
い
こ
と
を
超
え
て
扶
養
義
務
の
任
意
履
行
を
期
待
で
き
な
い
状
況
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
扶
養
義
務

者
の
扶
養
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
単
に
勝
手
向
き
が
良
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
『
扶
養
を
忌
避
又
は
拒
否
す
る
場
合
』
に

該
当
し
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
私
的
扶
養
と
公
共
扶
助
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
と
運
用
方
式
が
、
死
角
地
帯
を
生
じ
さ
せ

る
要
因
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
老
父
母
の
生
存
権
の
問
題
に
つ
い
て
、
国
も
家
族
も
そ
の
責
任
を
回
避
し
て
い
る
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ

る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
上
で
必
要
な
こ
と
は
、
家
族
法
で
規
定
す
る
老
父
母
に
対
す
る
成
人
子
女
の
扶
養
義
務
の
基
準
を
明
確
に
す

る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

６　

お
わ
り
に

韓
国
は
圧
縮
的
な
近
代
化
を
経
験
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々
は
、
多
く
の
こ
と
を
速
く
変
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
構
造
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の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
分
、
韓
国
人
は
変
化
に
対
し
て
適
応
が
早
い
が
、
逆
説
的
に
い
え
ば
、
家
族
は
国
の
福
祉
制
度
が
ほ
と
ん

ど
存
在
し
な
か
っ
た
経
済
発
展
の
時
代
に
、
個
人
の
安
全
と
生
存
を
支
え
て
き
た
唯
一
の
も
の
だ
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
長
い
間
、
変

化
せ
ず
に
共
同
体
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
、
韓
国
社
会
の
構
成
員
の
多
く
が
個
人
を
生
活
の
中
心
と

し
て
考
え
る
価
値
感
へ
の
転
換
を
経
験
す
る
中
で
、
韓
国
の
家
族
は
多
様
な
変
化
を
遂
げ
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に

一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
顕
在
化
す
る
離
婚
率
の
急
激
な
上
昇
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
六
〇
歳
代
以
上
の
離
婚
率
が
離
婚
全
体
の
中
で
最

も
高
率
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
慣
例
を
踏
襲
す
る
よ
う
な
伝
統
的
な
家
制
度
を
基
礎
と
す
る
規
定
の
限
界

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
家
族
内
部
で
発
生
す
る
生
存
、
自
由
お
よ
び
平
等
と
い
っ
た
、
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
に
関
し
て
は
、
パ

ン
デ
ク
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
構
造
の
中
で
民
法
の
一
部
と
し
て
私
法
の
領
域
と
し
て
規
定
さ
れ
た
家
族
法
が
、
二
一
世
紀
を
迎
え
た

現
代
社
会
の
実
質
的
な
問
題
解
決
の
基
準
と
し
て
、
適
切
に
機
能
す
る
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
お
そ
ら
く
家
族

法
は
私
法
の
枠
を
脱
皮
し
て
、
個
人
、
家
族
お
よ
び
国
の
三
面
関
係
を
規
定
す
る
社
会
法
の
領
域
に
転
換
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
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【
注
】

（
１
） 
人
口
一
．〇
〇
人
当
た
り
の
婚
姻
率
が
一
九
七
〇
年
九
．二
％
か
ら
二
〇
一
七
年
に
は
五
．二
％
へ
と
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
。

（
２
） 
韓
国
女
性
政
策
研
究
院
「
家
族
の
未
来
と
女
性
―
家
族
政
策
展
望
」（
二
〇
一
一
―
二
〇
一
四
）。

（
３
） 

こ
の
背
景
に
は
、「
養
子
縁
組
特
例
法
」
の
次
の
規
定
の
存
在
が
あ
る
。

「
養
子
縁
組
特
例
法
」

第
七
条
（
国
内
養
子
縁
組
優
先
推
進
）

① 

国
及
び
地
方
自
治
団
体
は
、
養
子
縁
組
の
依
頼
の
あ
っ
た
児
童
の
両
親
に
な
る
人
を
、
国
内
か
ら
み
つ
け
る
た
め
の
施
策
を
、

最
優
先
的
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。

② 

入
養
機
関
の
長
は
、
保
険
福
祉
部
令
に
従
っ
て
、
養
子
縁
組
の
依
頼
の
あ
っ
た
児
童
の
両
親
を
、
国
内
か
ら
み
つ
け
る
た
め

の
措
置
を
取
り
、
そ
の
結
果
を
保
険
福
祉
部
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③ 

入
養
機
関
の
長
は
、
第
二
項
に
よ
る
国
内
養
子
縁
組
の
た
め
の
措
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
親
に
な
る
人
を
み
つ
け
な
か
っ

た
場
合
、
第
六
条
に
よ
っ
て
情
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
関
連
機
関
と
の
情
報
共
有
を
通
じ
て
、
国
内
養
子
縁
組
を
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④ 

入
養
機
関
の
長
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
よ
る
措
置
を
取
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
か
ら
両
親
に
な
れ
る
人
を
み
つ

け
な
か
っ
た
場
合
に
限
っ
て
、
国
外
養
子
縁
組
の
推
進
が
可
能
で
あ
る
。

（
４
） 

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
詳
し
く
は
、
渕
上
恭
子
「『
ベ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
』
と
韓
国
社
会

  

嬰
児
遺
棄
急
増
の
背
景
と
未
婚
の
父
母
へ
の
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
考
え
る
」（https://w

w
w

.jstage.jst.go.jp/article/
jasca/2020/0/2020_D

11/_pdf/-char/ja

）
参
照
。




