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事
実
婚
解
消
の
際
の
財
産
の
公
平
な
分
配

ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
事
例
を
忠
と
し
て
ー

わ
が
個
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
届
出
を
基
準
に
婚
姻
と
非
婚
姻
を
区
別
し
、
届
出
の
励
行
に
よ
っ
て
婚
姻
が
近
代
化
す
る
と
い
う
立
法

1

2

者
の
湖
待
に
反
し
て
、
現
実
に
は
多
く
の
内
縁
関
係
が
生
じ
た
。
内
縁
を
生
じ
る
主
な
理
由
と
し
て
は
、
明
治
民
法
で
採
用
さ
れ
た
届
出

(

4

婚
主
義
が
そ
れ
ま
で
わ
が
国
で
行
わ
れ
て
い
た
婚
姻
慣
ー
テ
(
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
、
「
家
」
制
度
に
基
づ
く
制
約
を
中
心
と
す
る
法
的
な

5

婚
姻
障
害
が
存
在
し
た
こ
と
、
法
律
知
識
の
欠
乏
や
関
心
の
少
な
さ
に
加
え
て
、
当
時
の
届
出
制
度
は
馴
染
み
が
薄
く
利
用
し
に
く
い
も

(

の
で
あ
っ
九
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
内
縁
の
不
当
破
棄
と
い
う
形
で
表
面
化
し
、
必
ず
し
も
女
性
に
限
ら
れ
な
い

)
、
、

一
般
に
経
済
的
弱
者
で
あ
る
女
性
に
と
っ
て
非
常
に
苛
酷
な
状
況
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
保
護
の
必
要
性
が
、
当
事
者

力

7
)

の
「
無
責
性
」
と
「
弱
者
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
内
縁
問
題
は
、
そ
の
保
護
の
問
題
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
九
わ
け
で
あ
る
が
、
裁
判
所
に
お
け
る
り
ー
デ
ィ
ン

8
)

グ
ケ
ー
ス
と
な
る
の
は
、
大
正
四
年
一
月
二
六
日
大
審
院
連
合
部
に
お
け
る
婚
姻
予
約
有
効
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
ょ
り
初
め
て
内

縁
の
不
当
破
棄
に
対
す
る
救
済
が
婚
姻
予
約
不
履
行
と
い
う
構
成
で
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
婚
姻
予
約
法
理
に
対
し
学
説
は
、
内

9

縁
の
実
態
に
関
心
を
払
わ
な
い
と
批
判
し
、
準
婚
理
論
を
主
張
し
、
そ
の
後
通
説
を
形
成
し
て
ゅ
武
。
内
縁
を
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
と
し

田

て
と
ら
え
る
こ
の
準
婚
理
論
は
、
戦
後
昭
和
三
三
年
四
月
三
日
最
高
裁
判
決
で
採
用
さ
れ
、
現
在
ま
で
多
く
の
判
例
が
積
み
重
ね
ら
れ

一
は
じ
め
に

D

」
 
1

ノ
 
j

富
之

て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
伝
統
的
習
俗
の
衰
退
、
「
家
」
制
度
の
廃
止
、
届
出
励
行
の
定
着
等
に
よ
り
、
従
来
の
止
む
を
得
な
い
事
情
か
ら
生

じ
て
い
た
内
縁
か
ら
、
当
事
者
の
責
任
に
ょ
る
内
縁
ヘ
と
実
態
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
準
婚
理
論
の
見
直
し
、
内
縁
保
護

1
の

法
理
の
再
検
討
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
・
内
縁
の
成
立
に
は
婚
姻
意
思
と
夫
婦
共
同
生
架
必
要
で
あ
る
が
、
婚
饗
思
の
は
っ

き
り
し
な
い
関
係
、
法
律
婚
を
否
定
す
る
よ
う
な
内
縁
が
出
現
し
、
ま
九
、
夫
婦
共
同
生
活
の
多
様
化
に
ょ
り
、
内
縁
と
は
言
え
な
い
よ

う
な
関
係
が
出
現
し
た
こ
と
(
婚
姻
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
に
対
す
る
疑
問
)
。
・
内
縁
保
護
の
法
理
は
、
内
縁
当
事
者
の
無
責
性
と
弱
者

性
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
九
が
、
今
日
で
は
無
責
性
も
弱
者
性
も
従
来
よ
り
弱
ま
っ
て
き
た
こ
と
(
保
護
の
必
要
性
の
減
少
)
。

・
内
縁
問
題
で
最
も
議
論
さ
れ
た
の
は
不
当
破
棄
に
対
す
る
救
済
で
あ
り
、
準
婚
理
論
は
内
縁
解
消
に
関
し
離
婚
原
因
を
基
準
に
そ
の
不

法
性
を
判
断
し
て
い
た
が
、
破
綻
主
義
離
婚
法
の
下
で
は
離
婚
そ
の
も
の
を
不
法
行
為
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
(
不
法
性

の
判
断
が
困
難
に
な
っ
て
き
九
)
。
・
不
法
行
為
構
成
の
批
判
か
ら
準
婚
関
係
に
離
婚
財
産
分
与
規
定
の
準
用
が
主
張
さ
れ
る
が
、
今
日

の
内
縁
を
準
婚
と
し
て
扱
え
る
か
ど
ぅ
か
に
疑
問
が
残
る
こ
と
(
新
た
な
る
理
論
の
必
要
性
)
。
こ
の
よ
う
な
批
判
が
こ
れ
ま
で
に
主
張

U

さ
れ
て
き
た
。

内
縁
の
枠
を
越
え
る
事
実
婚
内
縁
と
認
定
さ
れ
な
い
事
実
婚
の
出
現
に
よ
り
、
準
婚
理
論
で
婚
姻
的
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
は
困
難

と
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
実
婚
に
も
あ
る
程
度
の
共
同
生
活
が
存
在
す
る
以
上
そ
の
解
消
の
際
に
生
ず
る
問
題
を
処
理
す
る
必
要
性

1
4

は
存
在
す
る
と
思
わ
れ
そ
'
。
ま
た
、
従
来
は
、
わ
が
国
の
内
縁
問
題
は
届
出
婚
主
義
を
採
用
し
た
た
め
に
必
然
的
に
生
じ
九
、
わ
が
国
特

有
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
の
よ
う
な
事
実
婚
の
出
現
に
ょ
り
、
諸
外
国
に
お
け
る
同
様
の
問
題
と
比
較
検
討
で
き
る
情
況
が
出

1
励

現
し
た
と
い
え
そ
'
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
法
律
上
の
婚
姻
と
事
実
婚
と
を
区
別
し
な
が
ら
、
事
実
婚
解
消
の
際
に
生
じ
て
い
た
不
公
平
、

特
に
財
産
上
の
不
公
平
を
解
消
す
る
立
法
と
し
て
諸
外
国
が
注
目
し
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
式
の
解
決
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
と
す

る
。

ーフ3- ーフ2-



事
実
婚
の
実
態

1

輩

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
近
年
事
実
婚
の
数
が
急
激
に
増
加
し
て
き
た
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
資
料
1

統
計
資
料
の
表
で
示
し
た
よ
う
に
、
数
に
お
い
て
は
一
九
七
一
年
の
三
四
エ
ハ
六
人
か
ら
一
九
八
二
年
の
三
Ξ
七
、
三
一
六
人
と
一
0

倍
に
も
増
加
し
て
お
り
(
表
1
)
、
事
実
婚
を
含
め
九
婚
姻
全
体
に
占
め
る
割
合
は
一
九
七
一
年
に
は
0
・
六
%
で
あ
っ
た
も
の
が
一
九

仰

ハ
ニ
年
に
は
四
.
七
%
と
な
っ
て
い
る
(
表
2
)
。
こ
の
よ
う
な
事
実
婚
は
特
に
若
い
世
代
に
遠
く
み
ら
れ
る
が
、
五
0
歳
以
上
の
者
の

中
に
も
か
な
り
の
数
の
事
実
婚
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
(
表
3
、
 
4
)
。
こ
の
傾
向
は
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー

ル
ズ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
(
表
5
)
。
こ
れ
を
婚
姻
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
(
表
6
、
 
7
)
、
二
0
代
ま
で
は
婚
姻
関
係
に
あ
る

者
の
割
合
が
二
0
%
に
も
満
た
な
い
が
事
実
婚
の
場
合
は
半
数
以
上
が
二
0
代
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
事
実
婚
の
一
雇
用
情
況

を
み
る
と
、
僅
か
で
は
あ
る
が
失
業
者
に
事
実
婚
が
多
い
よ
う
で
あ
る
(
表
8
)
。
ま
た
、
婚
姻
経
験
の
有
無
に
関
し
て
は
、
経
験
の
無

勘

い
者
の
問
で
事
実
婚
の
割
合
が
高
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
次
に
事
実
婚
の
継
続
期
間
を
み
る
と
、
一
年
未
満
で
終
了
し
て
い
る
者
は
僅

か
一
一
一
.
九
%
で
一
年
以
上
五
年
未
満
の
者
が
半
数
以
上
を
占
め
て
お
り
、
三
年
以
上
続
い
て
い
る
者
は
非
常
に
僅
か
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
(
表
9
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
事
実
婚
は
単
に
一
時
的
な
も
の
で
も
な
く
ま
た
永
続
的
な
も
の
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
婚

9
)

当
事
者
の
多
く
は
将
来
的
に
は
婚
姻
を
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
者
が
多
く
、
事
実
婚
継
続
中
に
子
供
を
出
産
し
て
い
る
者
は
二
0
%
に

こ

も
満
た
な
い
と
も
報
告
さ
れ
て
ぃ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
推
測
す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
事
実
婚
は
婚
姻
ヘ
と
至
る
ワ

ン
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
経
済
的
、
精
神
的
に
婚
姻
に
自
信
が
持
て
る
ま
で
現
状
を
維
持
す
る
と
い
う
考
え
が
増
加
し
て

伽

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
事
実
婚
に
対
す
る
社
会
的
非
難
が
減
少
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
今
後
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
は

口

強
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

2
 
従
来
の
対
応

一
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
事
実
婚
問
題
の
発
生

伽

他
の
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国
に
比
ベ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
事
実
婚
保
護
は
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
解
消
の
際
の
財
産

の
配
分
に
関
し
て
こ
の
傾
向
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
た
。
婚
姻
関
係
に
あ
る
配
偶
者
間
の
財
産
に
関
し
て
は
、
連
邦
家
族
法
(
↓
語

5
)

司
山
ヨ
]
一
廿
里
ン
昇
一
φ
弓
が
適
用
さ
れ
、
財
産
の
公
平
な
分
配
が
実
現
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
法
律
は
事
実
婚
に
は
適
用
さ
れ
な
い

た
め
裁
判
所
は
一
般
法
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、
復
帰
信
託
お
よ
び
立
て
替
え
の
推
定
復
帰
信
託
、
法
定
信
託
等
の

日

理
論
で
公
平
な
財
産
配
分
の
実
現
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
そ
の
解
釈
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
非

財
産
的
貢
献
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
間
接
直
接
に
か
か
わ
ら
ず
財
産
的
貢
献
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
名
義
に
従
っ
て
財

7
)

産
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
事
実
婚
解
消
の
際
に
著
し
い
不
公
平
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ニ
ユ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州

で
初
め
て
制
定
法
に
よ
る
事
実
婚
の
保
護
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

0

偽

ニ
ュ
ー
.
サ
ウ
ス
.
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
で
は
一
九
八
四
年
一
 
0
月
=
二
日
に
U
Φ
司
習
甘
刈
Φ
]
登
0
誘
昌
m
 
ン
含
(
以
下
易
器
と
表
す
)

が
制
定
さ
れ
翌
年
の
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
、
第
三
条
(
条
文
に
つ
い
て
は
資
料
2
 
関
連
条
文
と
し
て
私
訳

を
付
け
て
あ
る
の
で
参
照
の
こ
と
)
で
事
実
婚
を
定
義
し
、
財
産
の
清
真
扶
養
同
棲
お
よ
び
別
居
の
合
意
の
三
点
を
中
心
に
規
定
し

て
い
る

財
産
の
清
算
に
関
し
て
は
第
二
0
条
で
、
裁
判
所
に
正
義
公
平
の
観
点
か
ら
判
断
を
下
す
権
限
を
付
与
し
て
い
る
心
裁
判
所
は
、
こ
の

権
限
を
行
使
す
る
際
に
、
事
実
婚
当
事
者
の
財
産
的
貢
献
の
み
で
な
く
非
財
産
的
貢
献
も
考
慮
に
入
れ
、
直
接
的
貢
献
の
み
で
な
く
間
接

的
貢
献
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
事
実
婚
解
消
の
際
に
財
産
を
公
平
に
清
算
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
特
に
、
主
婦

ま
た
は
親
と
し
て
の
立
場
で
為
さ
れ
た
貢
献
相
手
方
当
事
者
の
福
祉
お
よ
び
家
族
の
た
め
に
為
さ
れ
た
貢
献
を
考
慮
に
入
れ
て
財
産
の

清
算
が
で
き
る
こ
と
は
、
主
婦
婚
型
の
事
実
婚
当
事
者
に
と
り
、
家
事
労
働
を
財
産
の
清
算
に
際
し
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
コ
モ
ン
ロ
ー
原
理
の
欠
陥
を
改
善
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
規
定
は
貢
献
と
財
産
と
の
間
の
関
連
性
を
要
求
し
て

三
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
事
実
婚
保
護
の
現
状

ーフ5- ーフ4-



い
な
い
従
っ
て
、
貢
献
の
事
実
が
存
在
し
事
実
婚
継
続
中
に
財
産
が
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
存
在
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
そ
の
財

産
は
貢
献
を
考
慮
に
入
れ
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
財
産
の
清
算
に
関
し
て
と
ら
れ
て
い
る
考
え
方
は
、
第
一
九
条
で
規
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
事
実
婚
解
消
の
際
の
財
産
関
係
を
終
局
的
に
解
決
し
、
将
来
の
紛
争
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
将
来
的
よ
要
素
は

考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
さ
巾
て
ぃ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
婚
姻
と
異
な
り
事
実
婚
解
消
後
は
互
い
に
い
か
よ
る
義
務
も
有
す

べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

扶
養
に
関
し
て
は
、
第
二
六
条
で
規
定
さ
れ
て
ぃ
る
よ
う
に
、
例
外
的
に
扶
養
義
務
を
認
め
て
い
る
0
 
そ
の
理
由
は
、
事
実
昏
当
事
者

か
婚
姻
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
婚
姻
の
効
果
を
回
避
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
よ
う
な
情
況
に
お
い
て
も
扶
養
を
受
け
る
也
位
を
継
続
さ
せ

る
必
要
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
反
対
意
見
と
、

事
実
婚
の
よ
う
に
一
般
に
不
平
等
広
搾
取
的
に
な
り
が
ち
な
経
済
的
弱
者
の
保
護
と
し
て

の
扶
養
義
務
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
賛
成
意
見
の
調
和
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
。
賛
成
意
見
と
し
て
は
、
子
供
の
語
止
と
い
う
点
も

指
摘
さ
れ
て
ぃ
た
。
扶
養
の
内
容
に
つ
ぃ
て
は
第
二
七
条
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
事
実
婚
当
事
者
胡
の
子
供
の
養
育
の
こ
め
、
ま
こ
は
、

そ
の
事
実
婚
の
た
め
に
所
得
能
力
が
減
少
し
た
た
め
に
扶
養
を
必
要
と
す
る
場
合
に
艮
つ
て
R
手
方
に
扶
養
義
務
を
課
し
て
い
る
0
 
厶
的

扶
養
と
公
的
扶
助
の
関
係
に
つ
ぃ
て
も
は
っ
き
り
と
規
定
し
て
お
り
、
扶
養
命
令
が
他
の
公
的
扶
助
に
三
響
を
及
ぽ
さ
よ
い
と
さ
れ
て
い

る
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
事
実
婚
当
事
者
間
の
扶
養
義
務
は
、
子
供
の
福
祉
の
必
程
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
事
実
昏
に
よ
っ
て
員

失
を
こ
う
む
っ
た
者
が
相
手
方
に
対
し
て
辻
棗
す
る
補
償
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
0

同
棲
お
よ
び
別
居
の
合
意
に
関
し
て
は
第
四
四
条
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同
棲
し
よ
う
と
す
る
者
ま
た
は
"
居
し
よ
う
と
す
る
者
S
自

分
た
ち
の
財
産
の
問
題
扶
養
の
問
題
を
冒
謬
に
よ
ら
ず
に
解
決
す
る
た
め
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
切
ひ
め
て
い
る
0
 
従
来
は
こ
の
よ

、
ム
吉
召
糸
勺
は
＼
ム
予
ハ
に
し
い
、
、
こ
、
、
)
B
、
.
゛
ー
゛
ー
ー
、
 
0
2
ゞ

う
な
契
約
は
公
序
良
俗
に
反
し
無
効
と
さ
れ
て
ぃ
た
が
、
一
九
八
二
年
に
ニ
ュ
ー
.
サ
ウ
ス
.
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
控
訴
院
で
"
例
変
更
悦
ゞ
あ

り
冒
謬
は
こ
れ
に
制
定
法
上
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
婚
姻
関
係
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
連
邦
家
族
法
に
規
定
S
あ
り
、

公
序
良
俗
に
反
し
な
い
限
り
自
分
九
ち
の
財
産
問
題
扶
養
問
題
に
関
し
契
約
を
締
吉
す
る
こ
と
が
忍
め
ら
れ
て
い
る
、
、
顎
、
易
謬
で

は
裁
判
所
が
契
約
に
つ
き
判
断
を
す
る
代
わ
り
に
弁
護
士
の
署
名
に
よ
る
証
明
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
事
実
婚
に
関
し
て
は
当
事

者
の
自
治
を
将
大
励
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
婚
姻
当
事
者
間
に
生
じ
る
の
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
合
意
を
す
る
こ
と
も
、
全

則

く
扶
養
義
務
を
排
除
す
る
合
意
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
要
扶
養
者
は
ま
ず
社
会
に
よ
り
扶
養
さ
れ

鬮

る
と
い
う
考
え
方
が
と
ら
れ
て
お
り
、
扶
養
義
務
が
全
く
排
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
要
扶
養
者
は
公
的
扶
助
に
頼
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
ニ
ユ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
で
は
事
実
婚
に
対
す
る
保
護
が
制
定
法
に
よ
り
図
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
一
九

岡

八
七
年
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
に
お
い
て
も
事
実
婚
解
消
の
際
の
財
産
の
清
算
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
事
毒
経
に
関
し
て
は
、

解
消
の
際
に
生
ず
る
財
産
配
分
の
不
公
平
お
よ
び
扶
養
義
務
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
る
苛
酷
な
結
果
を
克
服
す
る
と
い
う
目
的
と
、
蛋

婚
を
婚
姻
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
対
す
る
強
い
反
対
を
克
服
す
る
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
い
か
に
、
璽
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
立
法
は
、
事
実
婚
を
積
極
的
に
維
持
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
共
同
生
活
を
単
に
社
会
に
存
在
す
る
蛋
と
し
て
承
認
し
、

婚
姻
の
制
度
を
維
持
し
な
が
ら
、
解
消
の
際
に
生
じ
る
問
題
を
婚
姻
と
は
切
り
離
し
た
形
で
、
事
実
婚
の
共
同
生
活
自
体
を
評
価
し
、
そ

れ
を
根
拠
に
し
て
公
平
に
処
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
事
実
婚
を
し
九
こ
と
に
よ
っ
て
当
事
者
が
与
え

た
利
益
を
財
産
の
清
算
の
際
に
返
還
し
、
反
対
に
、
失
っ
た
利
益
に
つ
い
て
は
扶
養
と
い
う
形
で
補
償
す
る
と
と
も
に
、
当
事
者
の
自
治

を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
初
事
実
婚
保
護
に
反
対
す
る
者
か
ら
事
実
婚
の
増
加
は
婚
姻
率
の
低
下
、
家
族
の
崩
壊
片
親
家

の0

族
で
の
子
供
の
成
長
等
の
問
題
を
発
生
さ
せ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
章
で
も
述
ベ
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
影
響
は
出
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。

今
の
と
こ
ろ
わ
が
国
で
は
事
実
婚
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
発
生
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
実
婚
に
対
し
従
来
の

準
婚
理
論
の
適
用
を
排
除
す
る
と
な
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
生
じ
た
の
と
同
様
の
問
題
っ
ま
り
、
事
実
婚
解
消
の
際
の
財

産
配
分
に
際
し
て
著
し
い
不
公
平
が
予
想
さ
れ
る
。
事
実
婚
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
し
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
日
本
で
は
社
会
的
基
盤
も
相
違
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
上
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
式
の
解
決
方
法
も

四
お
わ
り
に
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一
っ
の
参
考
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

(
注
)

(
D

梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
四
』
(
有
斐
閣
(
復
刻
版
)
、
一
九
八
四
年
)
一
0
五
S
-
 
0
八
頁
。
法
典
調
査
会
に
お
け
る
起
草
委
員
の
意
見
と
し
て
、

『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
六
』
(
商
事
法
務
研
究
会
(
復
刻
版
)
、
一
九
八
四
年
)
一
八
六
、
二
一
二
S
二
一
三
頁
0

②

内
縁
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
調
査
結
果
の
収
録
さ
れ
て
い
る
報
告
書
ま
た
は
掲
載
誌
を
紹
介
す

る
も
の
と
し
て
、
太
田
武
男
編
『
内
縁
問
題
研
究
資
料
集
成
』
(
有
斐
閲
一
九
八
七
年
)
第
五
部
第
三
章
参
照
。

③
明
治
民
法
七
七
五
条
。

婚
姻
に
関
す
る
慣
例
に
つ
ぃ
て
は
、
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
(
商
事
法
務
研
究
会
(
復
刻
版
)
、
一
九
八
九
年
)
四
一
頁
以
下
参
照
0

4

相
続
人
去
家
禁
止
の
原
則
、
廃
家
禁
止
の
原
則
、
両
親
・
戸
主
の
同
意
等
の
た
め
法
律
上
必
然
的
に
内
縁
に
と
ど
ま
る
者
が
多
く
存
在
し
た
。
こ

5(

の
よ
う
な
法
的
婚
姻
障
害
を
指
摘
す
る
戦
前
の
報
告
と
し
て
、
中
島
玉
吉
「
内
縁
の
夫
婦
に
就
い
て
」
法
学
論
叢
一
0
巻
三
号
(
一
九
二
三
年
)
一

頁
以
下
。

4

特
に
労
働
者
層
に
こ
の
よ
う
な
理
由
で
内
縁
関
係
に
と
ど
ま
る
者
が
多
く
生
じ
、
内
縁
問
題
を
一
層
深
刻
に
し
九
と
さ
れ
る
。
こ
の
傾
向
を
指
摘

す
る
も
の
と
し
て
、
飯
尾
敏
郎
「
内
縁
原
因
に
関
す
る
一
考
察
」
家
庭
裁
判
月
報
四
号
(
一
九
五
一
年
)
七
0
頁
な
ど
0

⑦

内
縁
保
護
理
論
の
展
開
に
関
し
て
は
、
太
田
武
男
『
家
族
法
の
理
論
と
展
開
』
(
一
粒
社
、
一
九
八
八
年
)
三
頁
以
下
に
詳
細
に
纏
め
ら
れ
て
い

る
。

α

民
録
一
三
輯
四
九
頁
。
こ
の
判
泱
の
理
解
に
関
し
て
は
学
説
に
対
立
が
あ
る
が
(
唄
孝
一
「
『
婚
姻
予
約
有
効
判
泱
』
の
再
検
司
6
↓
⇔
」
法
律
時

報
三
一
巻
三
、
四
号
〔
一
九
五
九
年
〕
、
唄
孝
一
"
佐
藤
良
雄
「
続
『
婚
姻
予
約
有
効
判
決
』
の
再
検
討
目
」
法
律
時
報
一
一
三
巻
一
 
0
、
三
号

〔
一
九
五
九
年
〕
、
川
井
健
「
内
縁
の
保
護
1
婚
姻
予
約
有
効
判
決
を
め
ぐ
っ
て
1
」
現
代
家
族
法
体
系
2
 
〔
有
斐
閲
一
九
八
0
年
〕
参
照
)
、
裁
判

所
は
、
婚
約
か
ら
届
出
に
至
る
ま
で
を
す
べ
て
正
当
な
も
の
と
評
価
し
、
そ
の
後
の
判
例
(
大
審
院
大
正
八
年
六
月
一
一
日
判
決
、
民
録
二
五
巻

-
 
0
 
-
 
0
頁
)
で
婚
姻
予
約
に
つ
い
て
公
然
性
の
要
件
も
緩
和
さ
れ
、
保
護
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。

準
婚
理
論
の
形
成
に
関
し
て
は
、
二
宮
周
平
「
内
縁
」
民
法
講
座
7
 
(
有
斐
閨
一
九
八
四
年
)
に
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
0

9(⑩
民
集
一
一
吾
五
号
七
九
0
頁
。

こ
れ
ま
で
の
判
例
を
纏
め
問
題
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
、
泉
久
雄
「
内
縁
問
題
に
思
う
」
現
代
家
族
法
の
課
題
と
展
望
(
有
斐
閨
一
九
ハ
ニ

年
)
。武

井
正
臣
「
内
縁
の
法
的
保
護
の
再
検
討
」
婚
姻
法
の
研
究
山
(
有
斐
閣
ご
九
七
六
年
)
一
五
一
真
不
破
勝
敏
夫
「
こ
れ
か
ら
の
内
縁
倭
」

広
島
法
学
二
巻
一
・
三
合
併
号
(
一
九
七
八
年
)
二
三
亘
太
田
武
男
「
内
縁
保
護
の
現
段
階
と
今
後
の
問
題
」
家
庭
裁
判
月
報
三
二
巻
一
 
0
号

(
一
九
八
0
年
)
Ξ
五
頁
な
ど
。

二
宮
・
一
則
出
注
⑨
七
0
頁
以
下
参
照
。

婚
姻
外
男
女
関
係
の
多
様
化
が
進
む
中
で
、
そ
れ
を
類
型
化
し
法
的
評
価
を
行
っ
て
ゅ
く
必
要
性
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
ぃ
る
。
例
え
ば
、
中

川
淳
「
重
婚
的
内
縁
の
保
護
に
つ
い
て
」
ケ
ー
ス
研
究
二
0
六
号
(
一
九
八
五
年
)
二
亘
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
内
縁
問
題
の
現
代
的
課
題
』
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
六
一
八
号
(
一
九
七
六
年
)
八
四
頁
な
ど
。

同
棲
一
般
に
つ
い
て
は
、
棚
村
政
行
「
同
棲
の
法
的
保
護
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
こ
れ
か
ら
の
家
族
』
(
一
九
八
五
年
)
一
 
0
三
頁
以
下
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
事
実
婚
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
小
川
富
之
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
事
実
婚
」
広
島
法
学
一
一
二
巻
四
号
(
一
九
九
0
年
)

τ
一
七
頁
以
下
参
照
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
単
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
限
ら
ず
世
界
的
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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資料1 統言十資料(New south wales Law Reform commission, Report 0π

De Facto Rebti01ιShips a983)に基づき作成)
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表5 事実婚関係にある年齡別の割合
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表9 事実婚の継続期間 a982年)

〔オーストラリア〕

1年(26%ト「

3年U0之)y

料2 関連条文(私訳)

4年(B'4)J

第3条

1項

-1年未満U3%】

L5年(4%1

・^解答(2,.)
ー・.1-33年 t22]

本法に於いては、他に別の定め無き限り、

「申立人」には反訴の申立人が含まれる。

「指定の日」とは第2条2項で定められ九日を意味する。

「事実上の配偶者」とは以下の者を意味する。

仏)男性に対する関係では、その男性と婚姻はしていないが誠実な家庭的基盤

に基づきその男性の妻としてその男性と現在共同生活をしているかまたは

共同生活をしてきた女性。

山)女性に対する関係では、その女性と婚姻はしていないが誠実な家庭的基盤

に基づきその女性の夫としてその女性と現在共同生活をしているかまたは

共同生活をしてきた男性。

「事実婚」とは事実上の配偶者間の関係で、お互いに婚姻はしていないが誠実な

Facto RelationshゆS Act,1984De

(Act NO.147,1984)

、→ 1-2臼年(6%)

、→一10葬{13%}

年齢

15-19歳

婚姻男性数

女性数

事実婚男性数

女性数

未婚男性数
女性数

20-29歳

婚姻男性数
女性数

事実婚男性数

女性数

未婚男性数

女性数

30-39歳

婚姻男性数
女性数

事実婚男性数

女性数

未婚男性数
女性数

40-49歳

婚姻男性数

女性数

事実婚男性数
女性数

未婚男性数

女性数

50歳以上

婚姻男性数
女性数

事実婚男性数

女性数

未婚男性数
女性数

表8 雇用状況別の婚姻・事実婚・未婚姻の割合 a982年)

〔オーストラリア〕
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フ,200
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355,210

雇用
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(%)
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(b) 主婦または親の立場でなされた貢献を含めて、事実上の配偶者内の一方の

福祉または事実上の配偶者相方および以下の条項に掲げる者により構成さ

れるその家族の福祉のためになされた、他方の事実上の配偶者による貢献。

(D その配偶者間の子供。

(五)その子供が、その配偶者のどちらか一方の子供であると否とにか

かわらず、その配偶者の双方またはどちらか一方によりその配偶

者の家庭に入ることを認められた子供。

第26条

本章で規定する場合を除き、事実上の配偶者は相手方配偶者を扶養する義務を負う、

ことはなく、ま九相手方配偶者から扶養を受ける資格を付与されることもない。

第27条

1項 扶養に関して本章に規定する命令を求める事実上の配偶者による申立てに対し、以

下の各号のいずれか一方ま九は両方を満足する場合には、扶養(期限を限ったもの

であると否とにかかわらず)の命令を下すことができる。

但)申立人が、その事実上の配偶者間の子供ま九は相手方の子供の養育のため

に自分自身を適切に扶養できない場合であって、申立てのなされ九日にそ

の子供が以下の条件を満九すとき。

(D (Ⅱ)で規定される場合を除いて、子供の年齢が12歳未満であると

き。

(註)身体的に障害がある子供または精神的に障害がある子供の場合は、

16歳未満であるとき。

山)申立人の所得能力がその関係により不利な影響を受けた九めに、申請者が

自分自身を適切に扶養することができない場合であって、裁判所の見解と

して以下のよう認められるとき。

(D 扶養の命令を下すことにより、申立人が訓練または教育のための

コースまたはプログラムを始めることを可能にし、そのことによ

り申請者の所得能力を増すことができると認められるとき。

(五)その事例のあらゆる状況を考慮して、扶養の命令を下すのが妥当

であると認められるとき。

家庭的基盤に基づき夫と妻として共伺生活をしているかまたは共同生活をしてき

九者の関係を意味する。

「財産資源」には、事実上の配偶者の双方またはそのどちらか一方に関し、以下のものが

含まれる。

侶)老齢退職年金、退職手当てまたはこれと類似する給付金が支給される基礎

となる計画、基金または協定に関する将来の請求権または資格。

山)裁量信託の規定に従って、事実上の配偶者の双方またはそのどちらか一方

の目的の九めに委託され、使用されま九は運用されるものとなり得るよう

な財産。

(C)その譲渡または処分が全体的または部分的に事実上の配偶者の双方または

そのどちらか一方の支配下にありかつその夫婦自身またはどちらか一方の

目的においてまたはその目的に対してその事実上の配偶者の双方またはそ

のどちらか一方のための使用ま九は運用が可能であるような財産。

但)その他の価値のある財産。

第7条
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本法は、事実上の配偶者が他の如何なる法に基づきその救済を求めようとも、その

権利を奪ったりまたは影響を及ぽしたりすることはない。

第19条

本章で規定する訴訟手続きに関し、裁判所はその事実上の配偶者間の財産関係を終

局的に解決し、将来の訴訟を避けるような命令を下さなければならない。

第20条

1項 事実上の配偶者の双方またはそのどちらか一方の財産に関する権利を調整するため

に、本章で規定する命令を求めてなされる事実上の配偶者による申し立てに対して、

裁判所は以下のことを考慮してその命令を下すことが正義公平であると思われるよ

うな場合には、財産に関しその事実上の配偶者双方の権利を調整するような命令を

下すことができる。

仏)当事者双方ま九はそのどちらか一方の財産に関し、その獲得、維持または

改善の九めに直接または間接になされ九、事実上の配偶者によるまたは事

実上の配偶者の九めの、財産的または非財産的貢献。
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(D 2項に規定されている場合を除いて、当事者間に存在する事実婚

の解消を考慮している時期、または、

(Ⅱ)当事者間に存在した事実婚の解消の後であり、また、

他の事項に関する取り決めが存すると否とにかかわらず、財産事項に関す

る取り決めをなすことを、意味する。

(b)

2項本章に規定する命令を下すことを決定する場合およびその命令にしたがって支払わ

れる総額を決定する場合において裁判所は以下の事項を考慮する。

(a)各事実上の配偶者の収入、財産、および財産的資源(事実上の配偶者のど

ちらか一方に対して支払われるなんらかの年金、手当てま九は給付金もし

くは事実上の配偶者のどちらか一方の有する年金、手当てまたは給付金に

対する資格を含む)ならびに各事実上の配偶者の特有で有利な雇用に対す

る肉体的および精神的能力。

(b)各事実上の配偶者の財産上の必要性および義務。

(の各事実上の配偶者の第三者を扶養する責任。

(d)事実上の配偶者双方の財産に関し第20条に基づき下された判決または下す

よう求められている判決。

⑧裁判所またはその他の機関の命令に従って、申立人の養育している子供の

扶養に関してなされた支払。

3項扶養の命令を下す場合に裁判所は可能なかぎりその命令を下す判決が申立人の年金、

手当てま九は給付金の資格を維持することを保障する。
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第"条

1項 本章において、

「同棲の合意」とは、男性と女性の合意であり、その合意に関して第三者が関与

すると否とにかかわらず、

(ω(指定の日の前であると後であるとにかかわらず)その合意がなされたの

(D 当事者が、事実婚に入ることを考慮している時期、または、

(Ⅱ)当事者の問に事実婚が存在する期間であり、また、

(b)他の事項に関する取り決めが存すると否とにかかわらず、財産事項に関す

る取り決めをなすことを、

意味する。

「別居の合意」とは、男性と女性の合意であり、その合意に関して第三者が関与

すると否とにかかわらず、

(ω(指定の日の前であると後であるとにかかわらず)その合意がなされたの

が
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