
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
可
能
性

(二)

︱
︱
O
bergefell
v.
H
odges
事
件
判
決
に
お
け
る
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
﹁
婚
姻
﹂
概
念
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

中

岡

淳

目

次

序

章
第
一
節

本
稿
の
主
題
と
射
程

第
二
節

比
較
対
象
国
の
選
定
理
由
と
分
析
の
視
座

第
三
節

検

討

の

順

序

第
一
章

O
bergefell
判
決
に
お
け
る
﹁
婚
姻
﹂
概
念
の
対
立

第
一
節

夫
婦
間
の
﹁
生
殖
﹂
を
前
提
と
し
た
﹁
婚
姻
﹂
概
念

第
二
節

﹁
婚
姻
﹂
概
念
を
規
定
す
る
﹁
四
つ
の
原
理
と
伝
統
﹂

第
三
節

﹁
婚
姻
家
族
﹂
と
い
う
結
節
点
と
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂

第
二
章

﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
に
つ
い
て

﹁
反
従
属
原
理
﹂
と
﹁
構
造
的
解
釈
﹂

第
一
節

O
bergefell
判
決
に
お
け
る
自
由
の
定
式

第
二
節

﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
①

K
enji
Y
oshino
の
﹁
反
従
属
原
理
﹂︵
以
上
︑
一
八
三
巻
一
号
︶

第
三
節

﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
②

Laurence
H
.
T
ribe
の
﹁
構
造
的
解
釈
﹂

第
四
節

本
稿
の
解
釈
の
提
示

第
一
款

婚
姻
制
度
特
権
化
論
に
対
す
る
応
答

第
二
款

同
性
婚
保
護
と
複
婚
禁
止
の
公
共
的
正
当
化

第
三
款

中

間

総

括
︵
以
上
︑
本
号
︶

第
三
章

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

第
一
節

条
文
上
の
根
拠
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第
二
節

同
性
婚
制
度
の
不
在
と
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂

結
び
に
代
え
て

第
三
節

﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
②

Laurence
H
.
T
ribe
の
﹁
構
造
的
解
釈
﹂

前
節
に
お
い
て
︑
我
々
は
︑
権
利
主
張
者
の
﹁
対
等
性
﹂﹁
反
従
属
性
﹂
を
﹁
自
由
﹂
権
解
釈
に
読
み
込
む
こ
と
で
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の

射
程
を
二
人
組
の
婚
姻
関
係
に
限
定
す
る
︑
Y
oshino
の
学
説
を
確
認
し
た
︒
こ
こ
で
簡
単
に
彼
の
学
説
を
要
約
し
て
お
こ
う
︒
こ
の
﹁
反

従
属
的
自
由
﹂
と
い
う
権
利
解
釈
は
︑﹁
婚
姻
﹂
が
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
同
性
間
の
関
係
に
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
援
用
を
認
め
る
の
に

対
し
て
︑
必
ず
し
も
二﹅

者﹅

間﹅

の﹅

﹁
婚
姻
﹂
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
複
婚
志
向
の
個
人
に
対
し
て
は
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
援
用
を

否
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
Y
oshino
に
と
っ
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
は
︑
す
べ
て
の
人
民
な
い
し
市
民
に
認
め
ら
れ
る
べ
き

﹁
普
遍
的
な
人
権
﹂
で
あ
り
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
普
遍
的
な
人
権
﹂
の
保
障
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
︑
従
属

的
な
地
位
に
置
か
れ
て
き
た
個
人
ま
た
は
集
団
の
権
利
保
障
に
の
み
及
ぶ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
本
節
で
採
り
上
げ
る

Laurence
H
.
T
ribe
は
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
が
問
題
と
な
り
得
る
範
囲
を

Y
oshino
の
よ
う
に

過
去
に
従
属
的
な
地
位
に
置
か
れ
て
き
た
個
人
ま
た
は
集
団
の
権
利
保
障
の
問
題
に
留
め
な
い
︒
T
ribe
曰
く
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
は
︑

﹁
確
固
と
し
た
目
的
を
持
っ
て
な
さ
れ
た
過
去
の
服
従
を
単
に
追
想
す
る
﹂
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
﹁
基
本
的
権
利
と
平
等
の
意
味
に

関
す
る
将
来
に
続
く
憲
法
的
対
話
の
基
礎
を
築
く
﹂
も
の
で
あ
る
と
い
う
(90
)
︒
加
え
て
︑
T
ribe
の
理
解
に
お
い
て
︑
こ
の
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂

は
︑﹁
す﹅

べ﹅

て﹅

の﹅

個
人
が
強
制
的
画
一
化
と
い
う
恐
怖
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
を
超
え
て
広
が
る
(91
)
﹂︒

言
う
な
れ
ば
︑
Y
oshino
の
理
解
と
は
異
な
り
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
が
︑﹁
婚
姻
家
族
﹂
だ
け
で
な
く
︑
未
婚
の
ま
ま
で
い
る
個
人
や

婚
姻
外
の
親
密
な
関
係
に
も
及
ぶ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
本
節
で
は
︑
こ
の
個
人
の
権
利
保
障
一
般
に
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
を

基
礎
付
け
る

T
ribe
の
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
前
節
で
疑
念
が
提
示
さ
れ
て
い
た

Y
oshino
の
理
解
と
は
異
な
る
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
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と
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
︒

�

﹁
構
造
的
解
釈
﹂
に
よ
る
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
正
当
化

O
bergefell
判
決
に
お
け
る
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
を
﹁
反
従
属
原
理
﹂
を
導
入
す
る
こ
と
で
限
定
的
に
理
解
す
る

Y
oshino
に
対
し

て
︑
そ
の
射
程
を
憲
法
の
﹁
構
造
的
解
釈
︵
structural
interpretation
︶
﹂
を
用
い
て
全
方
位
的
に
理
解
す
る
の
が
︑
Laurence
H
.
T
ribe

で
あ
る
(
92
)

︒
T
ribe
の
主
張
の
骨
子
は
︑
こ
の
﹁
構
造
的
解
釈
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
合
衆
国
憲
法
典
と
い
う
﹁
テ
ク
ス
ト
内
の
構
造
﹂
︵
＝
憲
法
典

そ
れ
自
体
の
文
言
と
そ
の
諸
条
項
に
お
け
る
様
式
と
相
互
作
用
︶
と
﹁
テ
ク
ス
ト
外
の
構
造
︵
ま
た
は
︑
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
︶
﹂
︵
＝
憲
法
典
が
規
定
し
創

設
す
る
統
治
の
組
織
と
︑
そ
れ
が
推
進
す
る
諸
々
の
制
度
と
実
践
に
お
け
る
︑
様
式
と
相
互
作
用
︶
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
︑
合
衆
国
憲
法
典
に
存

在
し
な
い
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
を
憲
法
規
範
と
し
て
正
当
化
す
る
点
に
あ
る
(93
)
︒
憲
法
典
と
い
う
﹁
テ
ク
ス
ト
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
﹁
テ
ク
ス

ト
﹂
に
含
意
さ
れ
て
い
る
﹁
構
造
﹂﹁
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
﹂
に
も
着
目
す
る
︑
か
か
る
解
釈
手
法
か
ら
す
れ
ば
︑
﹁
高
貴
と
尊
厳
︵
N
obility

and
D
ignity
︶
﹂
条
項
の
不
在
を
論
難
す
る

R
oberts
長
官
の
批
判
(94
)

は
︑﹁
テ
ク
ス
ト
﹂
に
の
み
目
を
向
け
る
視
野
の
狭
い
解
釈
を
行
っ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
と
の
反
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
い
う
不
文
の
法
理
は
︑
如
何
な
る
憲
法
典
の
﹁
構
造
﹂
ま

た
は
﹁
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
﹂
か
ら
導
か
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
︒

O
bergefell
判
決
の
評
釈
に
際
し
て
︑
T
ribe
が
言
及
す
る
﹁
構
造
﹂
お
よ
び
﹁
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
﹂
の
構
成
要
素
は
︑
以
下
の
二
つ
で

あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
︑
六
二
万
人
に
及
ぶ
血
の
犠
牲
の
上
に
成
立
し
た
修
正
一
三
・
一
四
・
一
五
条
の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
南
北
戦
争
修

正
︵
C
ivil
W
ar
A
m
endm
ents︶
﹂
制
定
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
浮
か
び
上
が
る
﹁
憲
法
の
約
束
(95
)
﹂︑
第
二
に
︑
合
衆
国
の
統
治
の
基
礎
を
成
す

﹁
連
邦
制
︵
federalsystem
s︶
﹂
と
い
う
統
治
構
造
︑
ま
た
は
︑﹁
連
邦
主
義
と
い
う
構
造
原
理
︵
the
structuralprinciple
of
federalism
(96
)
︶
﹂

で
あ
る
︒
後
者
に
関
し
て
は
︑
次
々
項
で
詳
細
に
述
べ
る
と
し
て
︑
ま
ず
は
︑
前
者
の
﹁
南
北
戦
争
修
正
﹂
の
歴
史
的
経
緯
と
︑
そ
の
歴
史

的
経
緯
の
参
照
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
す
る
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
︒
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�

﹁
南
北
戦
争
修
正
﹂
と
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂

T
ribe
は
︑﹁
ド
イ
ツ
や
南
ア
フ
リ
カ
が
︑
破
壊
的
な
人
種
差
別
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
拒
絶
し
た
後
の
国
家
の
法
体
系
の
指
導
原
理

と
し
て
︑
普
遍
的
な
人
間
の
尊
厳
を
採
用
し
た
の
と
全
く
同
様
に
︑
ア
メ
リ
カ
も
︑
南
北
戦
争
の
直
後
に
︑
我
が
国
自
身
の
原
罪
︵
our
na-

tion’s
ow
n
sin
︶
を
贖
い
︑
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
の
約
束
︵
our
C
onstitution’s
prom
ises︶
を
す
べ
て
の
市
民
に
拡
張
す
る
た
め
に
︑
修
正
一

四
条
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
(
97
)
﹂
と
述
べ
︑
合
衆
国
憲
法
に
お
い
て
も
︑
南
北
戦
争
を
背
景
と
す
る
各
修
正
条
項
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
︑
普
遍

的
な
法
原
理
と
し
て
の
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
を
析
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
こ
で
︑
合
衆
国
が
贖
う
べ
き
﹁
原﹅

罪﹅

﹂
と
は
︑
本

来
︑﹁
す
べ
て
の
人
︵
all
M
en
︶
﹂
の
自
由
と
平
等
を
謳
う
独
立
宣
言
の
理
念
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
の
奴
隷
制
度
が
︑
建
国
期

か
ら
南
北
戦
争
修
正
の
制
定
に
至
る
ま
で
︑
憲
法
上
黙
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
過
去
の
事
実
を
指
す
(98
)

︒
こ
の
意
味
で
︑
修
正
一
四
条
は
︑
独

立
宣
言
に
お
い
て
約﹅

束﹅

さ
れ
て
い
た
は
ず
の
﹁
す
べ
て
の
人
﹂
の
自
由
と
平
等
を
黒
人
に
も
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
合
衆
国
自
身
の

﹁
原
罪
﹂
を
贖
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
な
る
ほ
ど
︑
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
が
︑﹁
ユ
ダ
ヤ
人
﹂
の
人
格
を
真
っ

向
か
ら
否
定
し
た
ナ
チ
の
人
種
差
別
主
義
的
な
所
業
に
対
す
る
反
省
で
あ
る
の
と
同
様
に
︑
合
衆
国
憲
法
の
修
正
一
四
条
が
︑
奴
隷
制
度
と

い
う
人
種
差
別
主
義
的
な
措
置
に
対
す
る
反
省
の
も
と
で
制
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
同
条
項
の
﹁
自
由
﹂
と
﹁
平
等
﹂
と
い
う
理
念

の
背
景
に
も
︑﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
の
観
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

も
っ
と
も
︑
元
来
︑﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
法
文
化
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
現
代
の
法

の
理
解
に
お
い
て
︑﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
は
︑
し
ば
し
ば
︑
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
全
体
主
義
的
権
力
に
対
す
る
反
動
の
産
物
と
し
て
理
解
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
Jam
es
Q
.
W
hitm
an
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
現
代
の
ド
イ
ツ
法
で
保
護
さ
れ
て
い
る
﹃
尊
厳
﹄
は
︑
単

純
に
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
反
動
の
産
物
で
は
な
い
︒
適
切
な
社
会
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
見
る
と
︑
今
日
保
護
さ
れ
て
い
る
﹃
尊

厳
﹄
と
は
︑
フ
ァ
シ
ス
ト
の
時
代
の﹅

最﹅

中﹅

に﹅

部
分
的
に
生
じ
た
変
革
の
産
物
な
の
で
あ
る
(99
)
﹂︒
つ
ま
り
︑﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
は
︑
単
純
に
﹁
人

種
差
別
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
を
拒
絶
す
る
も
の
と
し
て
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
全
体
主
義
的
権
力
が
支
配
し
て
い
た
﹁
フ
ァ
シ
ス
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ト
の
時
代
﹂
か
ら
明
確
に
断
絶
し
得
る
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
そ
れ
は
︑﹁
ナ
チ
ス
が
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
す﹅

べ﹅

て﹅

の﹅

﹃
ド﹅

イ﹅

ツ﹅

人﹅

﹄

の
尊
厳
に
関
す
る
法
の
創
出
(100
)

﹂
と
連
続
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
T
ribe
の
指
摘
に
お
い
て
反
全
体
主
義

的
・
反
人
種
差
別
主
義
的
な
理
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
が
︑
そ
れ
自
体
︑
そ
の
発
展
の
一
部
を
﹁
フ
ァ
シ
ス
ト
の
時

代
﹂
に
負
っ
て
い
る
と
は
︑
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

W
hitm
an
曰
く
︑﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
と
は
︑
近
世
前
期
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
存
在
し
て
い
た
﹁
名
誉
︵
honour︶
﹂
と
い
う
古
い
価
値

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
︑
元
々
は
貴﹅

族﹅

や﹅

高﹅

い﹅

身﹅

分﹅

に﹅

属﹅

す﹅

る﹅

人﹅

々﹅

に﹅

の﹅

み﹅

適
用
さ
れ
て
い
た
規
範
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
名
誉
﹂
と
い
う

規
範
が
︑
一
部
の
特
権
階
級
か
ら
低﹅

い﹅

身﹅

分﹅

に﹅

あ﹅

る﹅

者﹅

も﹅

含﹅

め﹅

た﹅

人﹅

口﹅

の﹅

全﹅

部﹅

門﹅

へ﹅

と
拡
張
さ
れ
て
い
く
重
要
な
転
機
と
な
る
の
が
︑﹁
フ

ァ
シ
ス
ト
の
時
代
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
フ
ァ
シ
ス
ト
の
時
代
﹂
を
経
て
初
め
て
︑
我
々
は
︑﹁
尊
厳
﹂
を
﹁
す
べ
て
の
人
﹂
に

適
用
可
能
な
規
範
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
現
代
の
﹁
尊
厳
﹂
の
法
理
を
﹁
フ
ァ
シ
ス
ト
の
時

代
﹂
の
連
続
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
す
と
き
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
法
文
化
と
い
う
文
脈
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
そ
の
法
理
は
︑
ナ

チ
ス
が
﹁
名
誉
を
求
め
る
権
利
﹂
を
低
い
身
分
の
﹁
ア
ー
リ
ア
人
﹂
を
含
め
た
﹁
す
べ
て
の
﹃
ド
イ
ツ
人
﹄﹂
に
拡
張
し
た
よ
う
に
︑
あ
く

ま
で
︑﹁
ナ
チ
ス
が
人
間
以
下
だ
と
見
な
し
て
い
た
人
々
﹂︑
す
な
わ
ち
︑﹁
か
つ
て
全
人
口
の
最
も
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
部
門
﹂
に
﹁
尊
厳
を

求
め
る
権
利
﹂
を
拡
張
し
た
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
︑
と
理
解
す
る
こ
と
さ
え
可
能
と
な
る
(101
)
︒

こ
こ
に
︑
法﹅

制﹅

史﹅

の﹅

観﹅

点﹅

か﹅

ら﹅

は﹅

︑﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
現
代
の
﹁
尊
厳
﹂
の
法
理
が
持
つ
︑
二
つ
の
側
面
が
明
ら
か
と
な

る
︒
ひ
と
つ
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
法
文
化
に
根
差
し
た
﹁
名
誉
﹂
の
規
範
に
由
来
す
る
側
面
︑
も
う
ひ
と
つ
が
︑﹁
フ
ァ
シ
ス
ト
の
時

代
﹂
に
遂
行
さ
れ
︑
戦
後
更
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹁
尊
厳
﹂
の
脱
階
級
的
・
超
身
分
的
な
側
面
で
あ
る
︒
T
ribe
が
﹁
破
壊
的
な
人

種
差
別
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
拒
絶
し
た
後
の
国
家
の
法
体
系
の
指
導
原
理
﹂
と
し
て
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
を
捉
え
る
と
き
︑
そ
こ
で
の

﹁
尊
厳
﹂
の
理
解
は
︑
先
に
挙
げ
た
後
者
の
側
面
に
系
譜
す
る
︒
他
方
で
︑﹁
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
呼
称
す
べ
き
歴
史
段
階
を
自
国

史
の
裡
に
持
た
な
い
ア
メ
リ
カ
﹂
に
お
い
て
︑﹁
名
誉
﹂
の
規
範
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
人
口
の
全
て
の
部
門
に
拡
張
﹂
さ
れ
る
べ
き
﹁
高
い
地
位
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の
者
に
対
す
る
処
遇
﹂
の
範
型
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
︑
ア
メ
リ
カ
の
法
体
系
の
中
に
︑﹁
名
誉
﹂
の
規
範
に
由
来
す
る
﹁
尊

厳
﹂
の
観
念
を
そ
の
戦
後
に
お
け
る
展
開
の
み
を
見
て
導
入
す
る
こ
と
は
︑﹁
歴
史
学
的
誤
謬
を
犯
す
﹂
も
の
で
あ
る
︑
と
の
誹
り
を
免
れ

な
い
恐
れ
す
ら
あ
る
(102
)
︒

も
っ
と
も
︑
T
ribe
の
強
調
す
る
﹁
尊
厳
﹂
の
後
者
の
側
面
︵
脱
階
級
的
・
超
身
分
的
な
尊
厳
︶
が
前
者
の
側
面
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
法
文
化

に
根
差
し
た
﹁
名
誉
﹂
の
規
範
︶
に
直
接
結
び
付
く
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
ア
メ
リ
カ
社
会
は
︑
前
者
の
側
面
が
後
者
の
側
面
へ
と
移

行
す
る
重
大
な
転
機
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
︑
近
時
︑
W
hitm
an
の
新
し
い
著
作
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
著
作
が
︑

二
〇
一
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
ヒ
ト
ラ
ー
の
モ
デ
ル
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た

H
itler’s
A
m
erican
M
odel﹄
で
あ
る
(103
)
︒
先
に
指
摘
し
た
よ
う

に
︑
か
つ
て
高
い
身
分
の
者
に
の
み
適
用
さ
れ
て
い
た
﹁
名
誉
﹂
の
規
範
を
人
口
の
全
部
門
に
拡
張
す
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
の
が
︑
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
︒
重
要
な
の
は
︑
こ
こ
で
︑
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
が
︑﹁
す
べ
て
の
﹃
ド
イ
ツ
人
﹄
の
尊
厳
に
関
す
る
法
﹂︑

す
な
わ
ち
︑
身
分
の
低
い
ド
イ
ツ
人
の
社
会
的
地
位
を
﹁
一
律
に
引
き
上
げ
る
︵
leveling
up
︶
﹂
た
め
の
諸
々
の
立
法
を
策
定
す
る
に
あ
た

っ
て
︑
ア﹅

メ﹅

リ﹅

カ﹅

の﹅

人﹅

種﹅

法﹅

に﹅

こ﹅

れ﹅

ら﹅

の﹅

立﹅

法﹅

の﹅

着﹅

想﹅

を﹅

求﹅

め﹅

て﹅

い﹅

た﹅

と
い
う
事
実
で
あ
る
(104
)
︒﹁
移
民
︑
二
級
市
民
︑
そ
し
て
異
人
種
間
婚

姻
に
関
し
て
︑
一
九
三
○
年
代
前
半
の
ア
メ
リ
カ
は
︑
高
度
に
発
達
し
た
︑
し
か
も
厳
格
な
人
種
法
を
も
つ
国
の
ま
さ
し
く
﹃
典
型
例
﹄
で

あ
り
︑
ナ
チ
ス
の
法
律
家
た
ち
は
︑
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
の
起
草
段
階
や
︑
そ
の
後
の
解
釈
や
適
用
の
段
階
に
お
い
て
も
︑
ア
メ
リ
カ
の
モ

デ
ル
や
先
例
を
繰
り
返
し
参
照
し
て
い
た
(105
)
﹂︒

ま
さ
に
︑
か
の
悪
名
高
き
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
が
目
指
す
﹁
健
全
な
人
種
秩
序
︵
a
healthy
racist
order
(106
)

︶
﹂
の
モ
デ
ル
は
︑﹁
自
由
﹂
と

﹁
平
等
﹂
を
謳
っ
て
い
た
は
ず
の
ア﹅

メ﹅

リ﹅

カ﹅

に﹅

あ﹅

っ﹅

た﹅

︑
と
い
う
の
が
上
記
の
著
作
に
お
け
る

W
hitm
an
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
︒
言
わ

ず
も
が
な
︑﹁
南
北
戦
争
修
正
﹂
制
定
後
も
︑
黒
人
な
ど
有
色
人
種
に
対
す
る
差
別
は
︑
ア
メ
リ
カ
社
会
に
根
強
く
残
っ
て
い
た
︒
﹁︹
連
邦

軍
が
南
部
か
ら
撤
退
し
た
︺
一
八
七
七
年
か
ら
数
十
年
間
の
ア
メ
リ
カ
の
法
制
史
は
︑
再
建
期
修
正
︹
＝
南
北
戦
争
修
正
︺
が
謳
っ
た
は
ず

の
平
等
の
原
則
を
恥
知
ら
ず
に
も
は
ぐ
ら
か
し
て
き
た
︑
あ
い
も
か
わ
ら
ぬ
記
録
と
い
え
る
(107
)
﹂︒
こ
の
記
録
の
中
に
︑
ナ
チ
ス
が
平﹅

等﹅

主﹅

義﹅
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と﹅

人﹅

種﹅

主﹅

義﹅

の﹅

両﹅

立﹅

可﹅

能﹅

性﹅

を
見
出
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
ナ
チ
ズ
ム
の
よ
う
な
﹁
破
壊
的
な
人
種
差
別
主
義
的
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
﹂
の
所
業
を
前
に
し
て
︑
襟
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
を
憲
法
典
に
記
す
に
至
っ
た
ド
イ
ツ
や
南
ア

フ
リ
カ
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
自
由
﹂
と
﹁
平
等
﹂
の
理
念
の
も
と
で
人
種
差
別
主
義
的
な
秩
序
を
保
持
し
続
け
た
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
︑
同
様

で
あ
る
︒
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
が
低
い
身
分
の
﹁
ア
ー
リ
ア
人
﹂
の
地
位
を
﹁
一
律
に
引
き
上
げ
る
﹂
た
め
に
︑
ア﹅

メ﹅

リ﹅

カ﹅

の﹅

人﹅

種﹅

法﹅

を﹅

参﹅

照﹅

し﹅

︑

人
種
差
別
主
義
的
な
立
法
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
︑﹁
尊
厳
﹂
を
﹁
す
べ
て
の
﹃
ド
イ
ツ
人
﹄﹂
に
拡
張
す
る
と
い
う
﹁
平
等
主
義
的
な
社
会

革
命
(108
)

﹂
を
成
し
遂
げ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
本
来
︑
そ
の
人
種
法
を
作
り
上
げ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
こ
そ
︑
人
種
主
義
と
平
等
主
義

が
条﹅

文﹅

上﹅

は﹅

両
立
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
現﹅

実﹅

に﹅

は﹅

両
立
し
得
る
も
の
と
し
て
﹁
ヒ
ト
ラ
ー
の
モ
デ
ル
﹂
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
の
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
限
り
で
︑
本
項
冒
頭
で
引
用
し
た
︑
ド
イ
ツ
や
南
ア
フ
リ
カ
の
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
条
項
と
修

正
一
四
条
の
採
択
の
経
緯
に
関
す
る

T
ribe
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
︑
必
ず
し
も
﹁
歴
史
学
的
誤
謬
を
犯
す
﹂
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
︒

�

﹁
連
邦
主
義
と
い
う
構
造
原
理
﹂
の
目
的
と
し
て
の
﹁
尊
厳
﹂

前
項
で
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
法
文
化
に
由
来
す
る
﹁
名
誉
﹂
の
規
範
を
自
国
史
の
裡
に
持
た
な
い
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
︑

普
遍
的
な
法
原
理
と
し
て
の
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
を
導
出
す
る
の
に
十
分
な
歴
史
的
要
因
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
本
項
で
は
更
に
︑
前
項

に
て
︑
ド
イ
ツ
法
制
史
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
た
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
が
︑﹁
連
邦
主
義
﹂
と
い
う
自
国
の
統
治
構
造
の
基
本

原
理
と
の
関
係
で
基
礎
付
け
ら
れ
る
︒
そ
の
際
に
主
と
し
て
援
用
さ
れ
る
の
が
︑
K
ennedy
判
事
が
意
見
を
執
筆
し
た
以
下
の
二
つ
の
判

決
で
あ
る
︒
ひ
と
つ
が
︑
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
に
基
づ
く
制
定
法
に
よ
っ
て
︑
州
に
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
︑
州
を
自
州
の
裁
判
所
で
訴

訟
に
服
さ
せ
る
こ
と
を
州
の
主
権
免
責
を
剥
奪
す
る
も
の
と
し
て
違
憲
と
判
断
し
た

A
lden
v.
M
aine
事
件
判
決
(109
)

で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ

が
︑
連
邦
法
上
の
﹁
婚
姻
﹂
を
異
性
間
に
限
定
す
る
婚
姻
防
衛
法
を
︑
修
正
五
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
照
ら
し
て
違
憲
と
判
断
し
た

U
nited
States
v.
W
indsor
事
件
判
決
(110
)
で
あ
る
︒
い
ず
れ
の
事
件
も
︑
連
邦
議
会
の
制
定
法
に
よ
る
州﹅

の﹅

主﹅

権﹅

︑
ま
た
は
︑
州﹅

に﹅

固﹅

有﹅

の﹅
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権﹅

限﹅

に
対
す
る
介
入
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
(111
)

︒

T
ribe
の
分
析
に
よ
る
と
︑
こ
の
種
の
州
の
主
権
や
権
限
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
︑﹁
尊
厳
﹂
に
関
す
る

K
ennedy
判
事
の
初
期
の
関

心
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
︒
例
え
ば
︑
先
の

A
lden
判
決
に
お
い
て
︑
州
の
主
権
免
責
の
剥
奪
は
︑
連
邦
制
の
も
と
で
各
州
が
保
持
す
る

州
の
﹁
尊
厳
﹂
を
毀
損
す
る
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
(112
)
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
の
﹁
尊
厳
﹂
と
は
︑﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
の
よ
う
な
個
人
の

人
権
保
障
と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
連
邦
制
と
い
う
権
限
分
配
の
関
係
に
お
い
て
︑
如
何
な
る
州
も
連
邦
議
会
の
権
限
に
屈

服
す
る
か
た
ち
で
主
権
を
剥
奪
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
﹁
尊
厳
﹂
で
あ
る
(113
)

︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
T
ribe
の
理
解
に
お
い
て
︑

K
ennedy
判
事
の
初
期
の
判
例
に
現
わ
れ
た
︑
州
と
い
う
﹁
権
力
的
制
度
体
﹂
に
備
わ
る
特
質
と
し
て
の
﹁
尊
厳
﹂
観
(114
)
と
︑
O
bergefell

判
決
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
︑
個
人
の
自
由
と
平
等
の
保
護
に
基
礎
を
置
く
新
し
い
﹁
尊
厳
﹂
観
と
が
︑
K
ennedy
判
事
の
一
連
の
判
決
の

な
か
で
整
合
的
に
解
釈
さ
れ
る
点
で
あ
る
(115
)

︒

少
々
長
く
な
る
が
︑
T
ribe
の
主
張
の
根
幹
を
成
す
部
分
で
あ
る
の
で
︑
以
下
に
引
用
し
て
そ
の
趣
旨
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

﹁
W
indsor
判
決
に
お
い
て
︑
K
ennedy
判
事
は
︑
婚
姻
︑
す
な
わ
ち
︑
諸
州
の
伝
統
的
領
域
へ
の
連
邦
政
府
に
よ
る
異
常
な
介
入
を
厳
格
に
審
査

す
る
際
に
︑
連
邦
主
義
と
い
う
構
造
原
理
に
深
く
︑
か
つ
︑
意
識
的
に
依
拠
し
て
い
た
︒︹
中
略
︺
こ
の
連
邦
主
義
に
対
す
る
信
頼
は
︑
諸
州
の
尊
厳

の
よ
う
な
も
の
に
対
す
る

K
ennedy
判
事
の
初
期
の
関
心
を
部
分
的
に
反
映
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
連
邦
主
義
は
︑
権
力
分
立
の
よ
う
に
︑
単
に

我
々
の
統
治
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
構
成
す
る
個
々
の
部
分
を
保
護
す
る
た
め
で
は
な
く
︑
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
仕
え
る
と
こ
ろ
の
個
人
を
保
護

す
る
と
い
う
︑
よ
り
根
本
的
な
理
由
の
た
め
に
あ
る
︑
と
い
う
彼
の
度
重
な
る
忠
告
を
も
反
映
し
て
い
る
︒
K
ennedy
判
事
に
と
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な

構
造
は
︑
権
力
を
垂
直
に
割
り
当
て
る
方
法
に
よ
っ
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
維
持
さ
れ
る
︑
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
集
団
的
自
己
統
治

の
積
極
的
自
由
と
︑
人
々
の
対
等
な
尊
厳
を
侵
害
す
る
政
府
に
よ
る
服
従
か
ら
人
々
を
保
護
す
る
と
い
う
消
極
的
自
由
の
双
方
を
確
保
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑︹
中
略
︺︑
合
衆
国
憲
法
が
含
意
す
る
国
家
政
府
と
諸
州
の
間
の
権
力
分
立
が
︑
個
人
の
自
由
と
平
等
を
特
に
保
護
す
る
た
め
に

あ
る
︑
と
い
う
命
題
は
︑
如﹅

何﹅

な﹅

る﹅

レ
ベ
ル
の
政
府
も
︑
そ
の
権
利
が
伝
統
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
︑
最
終
的
に
権
利
そ
れ
自
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体
を
個
人
か
ら
剥
奪
す
る
よ
う
な
方
法
で
︑
そ
の
権
限
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
ヨ
リ
根
本
的
な
要
請
と
完
全
に
一
致
す
る
(116
)
﹂︒

T
ribe
の
か
か
る
引
用
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
︑﹁
連
邦
主
義
と
い
う
構
造
原
理
﹂
の
も
と
で
確
保
さ
れ
る
べ
き
州
に
固
有
の
権
限
が
︑
個﹅

人﹅

の﹅

自﹅

由﹅

や﹅

平﹅

等﹅

を﹅

保﹅

護﹅

す﹅

る﹅

た﹅

め﹅

に﹅

あ﹅

る﹅

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
こ
こ
で
の
個
人
の
自
由
や
平
等
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的

は
︑
連
邦
政
府
か
諸
州
の
政
府
か
に
関
係
な
く
︑
す
べ
て
の
﹁
権
力
的
制
度
体
﹂
が
実
現
す
べ
き
指
導
原
理
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

そ
れ
は
つ
ま
り
︑﹁
人
々
の
対
等
な
尊
厳
﹂
が
︑
す
べ
て
の
﹁
権
力
的
制
度
体
﹂
の
﹁
尊
厳
﹂
に
優
位
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
の
よ
う

な
考
え
方
に
立
て
ば
︑
連
邦
主
義
の
も
と
で
一
般
的
な
統
治
権
が
確
保
さ
れ
て
い
る
州
で
さ
え
︑﹁
個
人
の
自
由
と
平
等
の
保
護
﹂
と
い
う

憲
法
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
﹁
権
力
的
制
度
体
﹂
の
目
的
に
反
す
る
権
限
の
行
使
は
︑
憲
法
上
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

仮
に
州
が
こ
の
意
味
で
の
違
法
な
権
限
の
行
使
を
行
う
場
合
に
は
︑
連﹅

邦﹅

の﹅

介
入
を
甘
ん
じ
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
O
bergefell
判

決
に
お
け
る
︑
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
州
へ
の
同
性
婚
の
承
認
の
義
務
付
け
も
︑
こ
の
文
脈
で
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
(117
)
︒

も
っ
と
も
︑
こ
の
よ
う
な
連
邦
主
義
の
理
解
が
︑
連
邦
主
義
を
理
由
に
︑
公
民
権
法
を
は
じ
め
と
す
る
連
邦
議
会
の
立
法
を
悉
く
制
限
し

て
き
た
過
去
の
最
高
裁
の
保
守
的
な
判
決
と
一
致
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
抑
制
的
な
連
邦

主
義
の
理
解
は
︑
い
ま
だ
な
お
︑
最
高
裁
の
保
守
派
判
事
ら
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(118
)
︒
し
か
し
︑
一
八
六
一
年
に
勃
発

し
た
南
北
戦
争
と
そ
の
結
果
と
し
て
採
択
さ
れ
た
修
正
一
四
条
が
︑
合
衆
国
憲
法
の
構
造
そ
れ
自
体
を
根
本
か
ら
変
容
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
︑
確
か
に
︑
州
の
主
権
に
基
づ
く
如
何
な
る
論
拠
も
︑
本
来
的
に
は
︑﹁
南
北
戦
争
修
正
﹂
に
基
づ
く
連
邦
議
会

の
立
法
権
限
を
抑
制
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
(119
)
︒
こ
こ
で
も
ま
た
︑﹁
南
北
戦
争
修
正
﹂

の
制
定
と
い
う
歴
史
的
な
一
時
点
に
︑
合
衆
国
憲
法
の
解
釈
を
根
本
的
に
変
化
さ
せ
る
重
要
な
転
機
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
(120
)

︒
事
実
︑
連

邦
と
州
の
権
限
分
配
に
構
造
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
﹁
南
北
戦
争
修
正
﹂
の
各
条
項
は
︑
連
邦
議
会
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
適
切
な
立
法
に
よ

り
﹂﹁
南
北
戦
争
修
正
﹂
の
理
念
を
実
現
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
(121
)
︒
こ
こ
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
理
念
こ
そ
︑
先
の

T
ribe
の
引
用
に
お
け
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る
﹁
個
人
の
自
由
と
平
等
﹂
で
あ
り
︑
前
項
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
の
普
遍
的
な
法
原
理
と
し
て
の
﹁
尊
厳
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
に

し
て
︑﹁
南
北
戦
争
修
正
﹂
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
は
︑﹁
連
邦
主
義
と
い
う
構
造
原
理
﹂
が
規
定
す
る
連
邦

と
州
の
権
限
分
配
に
結
び
付
け
ら
れ
︑
こ
れ
ら
の
各
﹁
権
力
的
制
度
体
﹂
が
奉
仕
す
べ
き
目
的
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
る
︒

�

﹁
強
制
的
画
一
化
﹂
に
対
す
る
抵
抗
の
原
理
と
し
て
の
﹁
尊
厳
﹂

B
a
rn
e
tte
判
決
の
引
用

上
述
の
よ
う
な
︑
T
ribe
の
﹁
構
造
的
解
釈
﹂
に
よ
る
﹁
個
人
の
自
由
と
平
等
﹂
と
﹁
連
邦
主
義
と
い
う
構
造
原
理
﹂
と
の
接
合
は
︑
州

に
よ
る
同
性
婚
の
不
承
認
に
同
性
愛
者
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
﹁
尊
厳
﹂
の
毀
損
を
見
て
取
る

K
ennedy
判
事
の
法
廷
意
見
を
理
論
的
な

観
点
か
ら
ほ
ぼ
全
面
的
に
擁
護
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
︑
婚
姻
制
度
を
高
尚
な
も
の
と
し
て
扱
う

K
ennedy

判
事
の
以
下
の
美
辞
麗
句
に
関
す
る
部
分
を
除
い
て
で
あ
る
︒﹁
婚
姻
以
上
に
よ
り
深
い
結
合
は
存
在
し
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
婚
姻
が
︑

愛
︑
貞
節
︑
忠
誠
︑
犠
牲
︑
そ
し
て
家
族
と
い
っ
た
最
も
崇
高
な
理
想
を
体
現
す
る
か
ら
で
あ
る
(122
)
﹂︒
か
か
る
行
論
は
︑
あ
た
か
も
婚
姻
以

外
の
生
活
様
式
が
︑﹁
尊
厳
付
け
ら
れ
ず
︑
重
要
で
は
な
く
︑
価
値
の
な
い
(123
)
﹂
も
の
と
の
印
象
を
与
え
る
︒
は
た
し
て
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の

観
念
は
︑﹁
婚
姻
﹂
が
こ
の
よ
う
な
﹁
崇
高
な
理
想
﹂
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
不
承
認
と
い
う

文
脈
で
援
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
う
で
は
な
い
︑
と
い
う
の
が

T
ribe
の
主
張
で
あ
り
︑
前
節
で
確
認
し
た

Y
oshino
の
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
理
解
と
最
も
見
解
を
異

に
す
る
部
分
で
あ
る
︒
T
ribe
か
ら
す
れ
ば
︑
婚
姻
制
度
を
﹁
人
間
的
幸
福
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
し
て
︑
そ
れ
も
︑
孤
独
で
恋
焦
が

れ
る
人
生
に
対
す
る
唯
一
の
実
行
可
能
な
解
決
方
法
と
し
て
描
写
し
た
﹂
K
ennedy
判
事
の
法
廷
意
見
は
︑﹁
婚
姻
を
特
権
化
す
る
﹂
も
の

と
し
て
大
き
な
落
胆
の
感
情
を
抱
か
せ
る
も
の
だ
と
い
う
(124
)
︒
同
性
婚
の
不
承
認
の
問
題
に
お
い
て
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
を
援
用
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
先
の

K
ennedy
判
事
の
美
辞
麗
句
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
﹁
婚
姻
﹂
の
﹁
崇
高
な
理
想
﹂
を
実
現

す
る
こ
と
に
資
す
る
か
ら
な
ど
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
よ
り
一
般
的
な
問
題
と
し
て
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
は
︑﹁
す﹅

べ﹅

て﹅

の﹅

個
人
が
強
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制
的
画
一
化
と
い
う
恐
怖
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
(125
)

﹂
に
あ
る
と
い
う
︒

こ
こ
で
の
﹁
す
べ
て
の
個
人
﹂
と
は
︑
O
bergefell
判
決
の
上
訴
人
ら
が
同﹅

性﹅

愛﹅

者﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

と
い
う
︑
権
利
主
張
者
の
主
体
に
関
す
る
実

体
的
な
要
素
を
捨
象
し
た
︑
普
遍
的
な
意
味
で
の
個
人
で
あ
る
︒
そ
の
者
が
同
性
愛
者
で
あ
る
か
否
か
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
者
に
と
っ
て
婚

姻
が
切
実
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
︑
そ
の
者
の
主
張
す
る
権
利
と
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
の
結
び
付
き
に
直
接
関
係
し
な
い
︒
如
何
な

る
個
人
で
あ
ろ
う
と
も
︑﹁
強
制
的
画
一
化
と
い
う
恐
怖
か
ら
保
護
さ
れ
る
﹂
と
い
う
点
で
︑
自
由
で
あ
る
︒
T
ribe
は
︑
こ
の
意
味
で
の

個﹅

人﹅

の﹅

一﹅

般﹅

的﹅

な﹅

自﹅

由﹅

の﹅

契﹅

機﹅

が
︑
K
ennedy
判
事
が
援
用
す
る
一
連
の
判
決
の
な
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
な
か
で
も
︑

O
bergefell
判
決
に
お
け
る

W
est
V
arginia
State
B
oard
of
E
ducation
v.B
arnette
事
件
判
決
の
引
用
(126
)

が
︑﹁
強
制
的
画
一
化
と
い

う
暴
力
に
抵
抗
す
る
個
人
の
尊
厳
と
自
律
﹂
に
基
づ
く
﹁
権
利
一
般
﹂
の
存
在
を
証
左
す
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
(127
)
︒

こ
こ
で
︑
B
arnette
判
決
と
聞
い
て
︑
日
本
に
お
い
て
︑
蟻
川
恒
正
の
﹃
憲
法
的
思
惟
(128
)
﹄
と
い
う
著
作
を
思
い
浮
か
べ
る
者
は
︑
少
な

く
な
い
だ
ろ
う
︒
か
か
る
著
作
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
B
arnette
判
決
と
は
︑
エ
ホ
ヴ
ァ
の
証
人
の
信
者
が
︑
公
立
学
校
に
お

け
る
国
旗
敬
礼
と
忠
誠
の
誓
い
の
唱
和
の
強
制
を
定
め
た
州
法
を
憲
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
︑
同
法
の
執
行
差
止
め
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
︒

上
述
の
蟻
川
の
著
作
の
業
績
は
︑
B
arnette
判
決
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た

R
obert
H
.Jackson
判
事
の
思
考
世
界
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑

こ
の
判
決
を
︑
単
な
る
宗
教
的
少
数
派
の
﹁
信
教
の
自
由
﹂
の
事
案
で
も
な
け
れ
ば
︑
象
徴
的
言
論
に
関
わ
る
﹁
表
現
の
自
由
﹂
や
宗
派
の

流
儀
に
基
づ
く
﹁
教
育
の
自
由
﹂
の
事
案
で
も
な
く
︑﹁
近
代
立
憲
主
義
﹂
の
前
提
と
な
る
﹁
個﹅

人﹅

﹂
の﹅

﹁
自﹅

由﹅

﹂
一﹅

般﹅

が
問
題
と
な
る
事

案
と
し
て
描
き
直
し
て
み
せ
た
点
に
あ
る
(129
)
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑
こ
の
蟻
川
の
業
績
は
ま
た
︑
合
衆
国
憲
法
に
お
け
る
言
説
と
し
て
︑

B
arnette
判
決
が
上
記
の
諸
権
利
に
関
す
る
先
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
個
人
の
権
利
一
般
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
と

し
て
読
ま
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
︑﹁
ア
メ
リ
カ
﹂
に
お
い
て
﹁
近
代
立
憲
主
義
﹂
が
前
提
と
す
る
概
念
と
し
て
の
﹁
個
人
﹂
が

如
何
に
﹁
自
然
﹂
で
は
な
い
か
を
事
実
と
し
て
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
(130
)
︒
裏
を
返
せ
ば
︑
あ
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
文
の
な
か
で

B
arnette
判
決
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
が
引
用
先
で
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
る
限
り
で
︑
そ
の
判
決
も
ま
た
﹁
個﹅

人﹅

﹂
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の﹅

﹁
自﹅

由﹅

﹂
一﹅

般﹅

を
問
題
と
し
て
い
る
事
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
T
ribe
に
と
っ
て
︑
ま
さ
に

O
bergefell
判
決
は
︑

B
arnette
判
決
と
同
様
に
︑﹁
個
人
﹂
の
﹁
自
由
﹂
一
般
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
事
案
な
の
で
あ
る
︒

﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
を
﹁
す
べ
て
の
個
人
﹂
を
含
む
も
の
と
し
て
把
握
し
た

T
ribe
の
解
釈
は
︑
こ
の
点
で
︑
上
述
の

B
arnette

判
決
に
お
け
る

Jackson
判
事
の
真
意
に
忠
実
な
も
の
で
あ
る
︒
B
arnette
判
決
に
お
け
る

Jackson
判
事
が
︑﹁
エ
ホ
ヴ
ァ
の
証
人
﹂
と

い
う
宗
教
的
少
数
派
の
自
由
を
︑
そ
の
﹁
m
inority
性
の
要
素
を
徹
底
的
に
消
去
﹂
し
た
﹁﹃
個
人
﹄
概
念
﹂
の
も
と
で
保
護
し
た
よ
う
に
(131
)
︑

T
ribe
も
ま
た
︑
K
ennedy
判
事
が
︑
同
性
愛
者
の
婚
姻
の
自
由
を
︑
そ
の
主
体
の
属
性
を
捨
象
し
た
普
遍
的
な
﹁
個
人
﹂
概
念
の
も
と

で
保
護
し
て
い
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
︒
O
bergefell
判
決
で
引
用
さ
れ
た
﹁
B
arnette
判
決
が
︑
権
利
章
典
の
単
一
の
条
項
に
で
は

な
く
︑
我
々
の
憲
法
秩
序
の
広
範
な
基
礎
条
件
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
(132
)

﹂
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
我
々
の
憲
法
秩
序
の
広
範
な

基
礎
条
件
﹂
に
位
置
す
る
不
文
の
法
原
理
こ
そ
︑
先
述
の
﹁
強
制
的
画
一
化
と
い
う
暴
力
に
抵
抗
す
る
個
人
の
尊
厳
と
自
律
﹂
に
他
な
ら
な

い
︒
い
か
に
も
︑
O
bergefell
判
決
が
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
い
う
不﹅

文﹅

の﹅

法﹅

理﹅

に﹅

基﹅

づ﹅

い﹅

て﹅

州
に
同
性
婚
の
保
護
を
義
務
付
け
た
こ
と
は
︑

ま
さ
に
単
一
の
条
項
で
は
な
く
︑﹁
個
人
﹂
の
﹁
自
由
﹂
一
般
を
志
向
し
て
い
た

Jackson
判
事
の

B
arnette
判
決
に
︑
そ
の
先
例
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
︒

翻
っ
て
︑
O
bergefell
判
決
を
普
遍
的
な
﹁
個
人
﹂
を
前
提
と
す
る

Jackson
判
事
の
思
考
に
近
付
け
て
読
め
ば
読
む
ほ
ど
︑
多
種
多
様

な
人
的
結
合
の
な
か
で
﹁
婚
姻
﹂
の
み
を
重
視
す
る
か
の
よ
う
な

K
ennedy
判
事
の
立
論
は
︑
ま
す
ま
す
︑﹁
個
人
﹂
の
﹁
自
由
﹂
一
般
を

志
向
し
て
い
た
先
の

Jackson
判
事
の
思
考
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
な
る
︒
B
arnette
判
決
に
お
け
る

Jackson
判
事
の
真
意
に
忠
実

に
従
い
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
を
訴
訟
主
体
の
属
性
に
拘
束
さ
れ
な
い
普
遍
的
な
﹁
個
人
﹂
概
念
の
も
と
で
把
握
す
る

T
ribe
に
と
っ
て
︑

﹁
婚
姻
﹂
を
﹁
崇
高
な
理
想
﹂
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る

K
ennedy
判
事
の
美
辞
麗
句
や
︑
過
去
に
従
属
的
な
地
位
に
置
か
れ

て
き
た
個
人
や
集
団
に
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
を
限
定
す
る

Y
oshino
の
解
釈
は
︑
決
し
て
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

﹁
B
arnette
判
決
で
確
認
さ
れ
た
権
利
の
よ
う
に
︑
す﹅

べ﹅

て﹅

の﹅

個
人
が
強
制
的
画
一
化
と
い
う
恐
怖
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る

111――同性婚の憲法的保護の可能性 ㈡



た
め
に
︑
O
bergefell
判
決
の
約
束
は
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
を
超
え
て
広
が
る
(133
)

﹂
の
で
あ
っ
て
︑
﹁
異
性
カ
ッ
プ
ル
に
の
み
婚
姻
を
限
定
す
る

こ
と
も
法
が
尊
重
す
る
自
律
的
な
存
在
の
輪
か
ら
未
婚
の
者
を
排
除
す
る
こ
と
も
︑
O
bergefell
判
決
の
核
心
に
位
置
す
る
対
等
な
尊
厳
へ

の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
一
致
し
な
い
(134
)
﹂
の
で
あ
る
︒
か
か
る

T
ribe
の
引
用
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
の
も
と
で
は
︑
婚
姻

関
係
を
結
ぶ
者
も
︑
婚
姻
外
で
親
密
な
関
係
を
築
く
者
も
︑
更
に
は
︑
孤
独
で
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
た
者
で
さ
え
︑
等
し
く
尊
厳
に
値
す

る
﹁
個
人
﹂
と
し
て
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
て
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
は
︑
O
bergefell
判
決
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

が
想
定
し
て
い
た
家
族
関
係
︑
す
な
わ
ち
︑
二
人
組
の
カ
ッ
プ
ル
と
そ
の
子
か
ら
成
る
﹁
婚
姻
家
族
﹂
か
ら
︑
事
実
婚
や
複
婚
重
婚
関
係
な

ど
︑
こ
れ
ま
で
法
律
婚
の
外
部
で
営
ま
れ
て
き
た
多
種
多
様
な
関
係
性
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
く
︒

し
か
し
︑
こ
こ
で
︑
我
々
は
一
度
立
ち
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
Y
oshino
が
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
を
限
定
的
に

解
釈
し
た
の
は
︑
複
婚
の
承
認
要
求
に
対
し
て
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
援
用
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒
確
か
に
︑
O
bergefell
判
決
に
お

け
る

B
arnette
判
決
の
引
用
が
︑﹁
強
制
的
画
一
化
の
暴
力
に
抵
抗
す
る
個
人
の
尊
厳
と
自
律
﹂
に
基
づ
く
﹁
権
利
一
般
﹂
の
存
在
を
基
礎

付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
︑
複
婚
の
承
認
を
求
め
る
個
人
に
対
し
て
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︑
と
い
う
帰
結
を
導
く
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
考
え
ら
れ
得
る
全
て
の
人
的
関
係
を
対
等
に
尊
重
す
る
た
め
に
︑
立
法
者
は
﹁
婚

姻
を
特
権
化
す
る
﹂
婚
姻
制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
(135
)
︒
こ
の
こ
と
は
︑
婚
姻
制
度
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利

と
い
う
意
味
で
の
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
権
利
概
念
そ
れ
自
体
が
︑
も
は
や
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
は
維
持
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
を
国
政
の
基
本
原
理
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
日
本
国
憲
法
の
学
説
に
と

っ
て
も
︑
些
か
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
(136
)
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
個
人
の
﹁
尊
厳
と
自
律
﹂
を
基
本
原
理
と
す
る
法
体
系
に
お
い
て
︑
婚
姻
制

度
を
廃
止
す
る
こ
と
な
く
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
追
求
す
る
︑
そ
の
方
向
性
を
確
認
す
る
こ
と
な
し
に
は
︑
そ
も
そ
も
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻

の
自
由
﹂
は
語
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
(137
)
︒
以
下
次
節
で
は
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
に
関
す
る
筆
者
自
身
の
解
釈
を
再
び
取
り
上
げ
︑
そ

の
擁
護
を
試
み
る
こ
と
で
︑
上
記
の
種
々
の
疑
問
に
応
答
す
る
︒
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第
四
節

本
稿
の
解
釈
の
提
示

﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
に
関
し
て
︑
本
稿
が
示
し
た
解
釈
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

O
bergefell
判
決
の
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
狙
い
は
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
︑
不
当
な
理
由
で
﹁
婚
姻
﹂
と
い
う
﹁
地
位
な
い
し
身
分
を
取
得
す
る
権

利
﹂
を
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
り
︑
そ
の
射
程
は
︑﹁
婚
姻
家
族
﹂
と
い
う
﹁
家
族
モ
デ
ル
﹂
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
(138
)
︒

以
下
本
節
で
は
︑
Y
oshino
と

T
ribe
の
学
説
に
そ
れ
ぞ
れ
応
答
す
る
か
た
ち
で
︑
本
稿
の
解
釈
が
批
判
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
か
を
確

認
す
る
︒

ま
ず
︑
O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
の
立
論
が
﹁
婚
姻
家
族
﹂
を
特
権
視
し
て
い
る
と
す
る

T
ribe
の
批
判
へ
の
応
答
を
試
み
る
︒
そ
こ

で
は
︑
政
府
に
よ
る
婚
姻
制
度
を
通
じ
た
公
共
的
な
価
値
の
追
求
が
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
重
視
す
る
﹁
個
人
の
自
律
﹂
の
観
念
と
必
ず
し
も

相
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
︵
第
一
款
︶
︒
次
に
︑
こ
の
婚
姻
制
度
を
支
え
る
公
共
的
価
値
が
︑
同
性
間
に
﹁
婚
姻
の
自

由
﹂
を
承
認
す
べ
き
理﹅

由﹅

と
な
る
と
同
時
に
︑
複
婚
を
禁
止
す
る
正﹅

当﹅

化﹅

根﹅

拠﹅

と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
︒
こ
れ
ら
の
理﹅

由﹅

に

基
づ
く
主
張
の
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
で
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
が
﹁
婚
姻
家
族
﹂
の
枠
内
に
留
ま
る
と
す
る
︑
筆
者
の
解

釈
の
有
効
性
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
︵
第
二
款
︶
︒
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
有
効
性
が
示
さ
れ
た
後
に
︑
筆
者
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
︑
改
め
て
︑

O
bergefell
判
決
に
お
け
る
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
と
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
如
何
な
る
連
関
の
も
と
で
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
示
す
こ

と
で
あ
る
︒
こ
の
課
題
に
応
え
る
こ
と
は
︑
翻
っ
て
︑﹁
婚
姻
﹂
の
特
権
化
を
回
避
す
る
た
め
に
﹁
個
人
﹂
の
﹁
自
由
﹂
一
般
に
﹁
尊
厳
﹂

を
結
び
付
け
た

T
ribe
や
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
内
実
を
問
わ
ず
に
﹁
平
等
︵
権
︶
﹂
の
み
を
問
題
に
し
て
同
性
婚
の
解
釈
論
を
組
み
立
て
る

べ
き
だ
と
す
る
︑
日
本
の
一
部
の
学
説
に
見
ら
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
(139
)
︑﹁
尊
厳
﹂
と
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
結
び
付
け
た
別
の
解
釈
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が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
︒
最
後
に
︑
第
一
章
お
よ
び
本
章
の
分
析
の
総
括
も
兼
ね
て
︑
こ
の
点
に
関

す
る
筆
者
の
見
解
を
示
し
て
お
く
︵
第
三
款
︶
︒

第
一
款

婚
姻
制
度
特
権
化
論
に
対
す
る
応
答

�

承

前

第
二
節
か
ら
第
三
節
に
か
け
て
考
察
し
て
き
た

Y
oshino
と

T
ribe
の
学
説
は
︑
い
ず
れ
も
合
衆
国
憲
法
の
不
文
の
法
理
と
し
て
︑
﹁
対

等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
が
憲
法
解
釈
に
お
け
る
重
要
な
指
針
と
な
り
得
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
も
の
の
︑
そ
の
射
程
を
限
定
的
に
解
す
る
か
︑

全
方
位
的
に
解
す
る
か
で
意
見
の
不
一
致
が
見
ら
れ
た
︒﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
が
﹁
婚
姻
関
係
﹂
と
﹁
親
子
関
係
﹂
の
連
続
性
を
重
視

す
る
﹁
婚
姻
家
族
﹂
の
枠
内
に
留
ま
る
と
す
る
︑
本
稿
筆
者
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
︑
T
ribe
よ
り
も
︑
Y
oshino
の
見
解
の
方
が
︑
筆
者
の

立
場
に
よ
り
親
和
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
も
っ
と
も
︑
本
稿
筆
者
が
﹁
反
従
属
的
自
由
﹂
論
を
採
用
す
る
か
否
か
に
関
係
な
く
︑﹁
婚
姻

の
自
由
﹂
を
重
視
す
る

Y
oshino
や
筆
者
の
立
場
に
対
し
て
は
︑
あ
る
特
定
の
家
族
形
態
の
み
を
特
権
化
し
て
お
り
︑
婚
姻
外
の
生
活
共

同
体
や
婚
姻
し
な
い
個
人
の
選
択
を
貶
下
し
て
い
る
と
批
判
す
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
自
律
的
な
存
在
﹂
と
し
て
の
個
人
の
尊

重
を
重
視
す
る

T
ribe
か
ら
す
れ
ば
︑
婚
姻
関
係
に
入
る
か
否
か
に
関
係
な
く
︑
各
人
の
多
様
な
生
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
が
﹁
対
等
な
尊

厳
﹂
の
保
護
に
値
す
る
︒
い
わ
ば
︑
あ
る
特
定
の
善
き
生
の
構
想
︵
conception
of
the
good
life︶
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
た
ち
で
︑
同
性
婚

の
憲
法
的
保
護
の
必
要
性
を
理
由
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
︑
と
い
う
の
で
あ
る
(140
)
︒

�

S
te
p
h
e
n
M
a
c
e
d
o
の
婚
姻
制
度
擁
護
論

こ
の
よ
う
な

T
ribe
の
主
張
に
対
し
て
は
︑
以
下
の
二
つ
の
応
答
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
第
一
の
応
答
が
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
︑
政
府
に

よ
る
婚
姻
制
度
を
通
じ
た
道
徳
的
な
善
や
公
共
的
な
価
値
の
追
求
を
必
ず
し
も
排
除
し
な
い
と
す
る
︑
Stephen
M
acedo
に
よ
る
婚
姻
制
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度
擁
護
論
で
あ
る
(141
)

︒
M
acedo
の
議
論
を
要
約
す
る
と
︑
大
要
次
の
よ
う
に
な
る
︒
John
R
aw
ls
の
﹃
正
義
論
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
︑
確
か
に
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
︑
自
己
の
善
き
生
に
関
す
る
構
想
と
正
義
の
感
覚
を
有
す
る
﹁
道
徳
的
人
格
︵
m
oral
person
︶
﹂
を
前
提

に
し
て
い
る
(142
)
︒
し
か
し
︑﹁
正
義
と
対
等
な
基
本
的
権
利
の
尊
重
﹂
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
基
本
理
念
は
︑﹁
道
徳
的
人
格
﹂
の
能
力
の
発

展
と
行
使
を
促
す
た
め
に
︑
立
法
者
に
対
し
て
︑
婚
姻
制
度
の
よ
う
な
公
的
制
度
を
設
営
す
る
広
範
な
裁
量
の
余
地
を
認
め
て
い
る
(143
)
︒
ま
た
︑

婚
姻
法
が
あ
る
特
定
の
関
係
を
特
別
視
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
︑
婚
姻
制
度
を
廃
止
す
べ
き
だ
と
批
判
す
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
(144
)

︑
法﹅

に﹅

関﹅

す﹅

る﹅

限﹅

り﹅

で﹅

︑
婚
姻
が
︑
問
題
が
あ
る
ほ
ど
﹁
特
別
︵
special︶
﹂
な
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
る
必
要
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
﹁
民

事
婚
を
承
認
し
支
持
す
る
広﹅

く﹅

公﹅

共﹅

的﹅

な﹅

理﹅

由﹅

︵
broadly
public
reason
︶﹂
を
提
示
す
る
こ
と
で
︑
婚
姻
制
度
を
正
当
化
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
い
う
(145
)

︒

こ
こ
で
︑
M
acedo
が
婚
姻
制
度
を
正
当
化
す
る
際
に
用
い
る
の
が
︑
John
R
aw
ls
の
﹁
公
共
的
理
性
の
観
念
︵
the
idea
of
public

reason
(146
)
︶
﹂
に
示
唆
を
受
け
た
﹁
公
共
的
正
当
化
︵
public
justification
(147
)
︶
﹂
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
議
論
枠
組
で
あ
る
︒
ま
ず
も
っ
て
︑

R
aw
ls
の
﹁
公
共
的
理
性
﹂
と
は
︑
市
民
が
︑
民
主
的
な
政
治
的
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
︑﹁
憲
法
的
必
須
事
項
︵
constitutional
essen-

tials︶
﹂
や
﹁
基
本
的
正
義
の
問
題
︵
questions
of
basic
justice︶
﹂
に
関
し
て
意
思
決
定
を
下
す
際
に
依
拠
す
べ
き
理
由
や
推
論
︑
ま
た
は
︑

こ
れ
ら
の
事
柄
を
可
能
に
す
る
市
民
の
能
力
を
指
す
(148
)

︒
多
種
多
様
な
宗
教
的
・
哲
学
的
諸
教
説
を
持
つ
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
た
民
主
主
義
的

な
社
会
に
お
い
て
︑
市
民
間
の
公
共
的
討
議
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
︑
す
べ
て
の
市
民
が
︑
自
己
と
は
異
な
る
価
値
観
を
有
す
る
他
者
に

と
っ
て
も
理
解
可
能
な
か
た
ち
で
︑
自
ら
が
擁
護
す
る
諸
々
の
原
理
や
政
策
を
説
明
し
︑
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
故
︑
リ

ベ
ラ
ル
な
政
治
的
構
想
は
︑
異
な
る
価
値
観
を
抱
く
人
々
の
間
で
の
公
共
的
討
議
を
可
能
に
す
る
た
め
に
︑
自
由
や
平
等
と
い
っ
た
正
義
の

実
体
的
な
原
理
の
ほ
か
に
︑﹁
政
治
的
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
関
連
性
を
有
す
る
一
連
の
情
報
に
関
す
る
推
論
や
規
準
の
あ
り
方
を
具
体
的

に
示
す
探
求
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
︵
guidelines
of
inquiry
︶
﹂
を
必
ず
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(149
)
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
推
論
や
規
準
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
示
す
探
求
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
は
︑
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
公
共
的
討
議
を
可
能
に
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す
る
た
め
に
も
必
要
と
な
る
︒
確
か
に
︑
婚
姻
や
家
族
に
関
し
て
多
様
な
価
値
観
を
抱
く
人
々
が
生
活
す
る
社
会
に
お
い
て
︑
単
婚
︵
m
o-

nogam
y
︶
を
基
礎
と
す
る
婚
姻
制
度
が
︑
今
後
も
人
々
の
最
も
親
密
な
関
係
を
規
律
す
る
制
度
と
し
て
機
能
し
続
け
る
か
は
自
明
で
は
な

い
︒
婚
姻
制
度
が
単
婚
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
同
性
間
へ
と
拡
張
さ
れ
る
こ
と
で
︑
耐
え
難
い
ほ
ど
の
精
神
的
苦
痛

を
感
じ
る
者
た
ち
も
い
る
︒
現
に
ア
メ
リ
カ
社
会
で
同
性
婚
反
対
運
動
を
強
力
に
主
導
し
て
き
た
の
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
右
派
の
福
音
主
義
派

で
あ
っ
た
(150
)
︒
し
か
し
︑﹁
婚
姻
﹂
や
﹁
家
族
﹂
と
い
う
主
題
が
︑
各
人
の
宗
教
的
・
哲
学
的
世
界
観
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
か
ら

こ
そ
︑
公﹅

的﹅

制﹅

度﹅

と
し
て
の
婚
姻
制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
あ
る
特
定
の
包
括
的
諸
教
説
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
︑
す
べ
て
の
市

民
が
受
容
可
能
な
﹁
公
共
的
な
理
由
﹂
に
よ
っ
て
︑
婚
姻
制
度
が
支
持
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
裏
を

返
せ
ば
︑
既
存
の
婚
姻
制
度
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
色
彩
を
強
く
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
自
己
と
は
異
な
る
価
値
観
を
有
す
る
他

者
に
と
っ
て
も
理
解
可
能
な
か
た
ち
で
婚
姻
制
度
を
支
持
す
る
﹁
理
由
﹂
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
正
当
化

さ
れ
る
(151
)
︒﹁
リ
ベ
ラ
ル
な
公
共
的
正
当
化
の
狙
い
は
︑
誰
も
が
理
解
し
︑
受
け
入
れ
︑
そ
し
て
互
い
に
公
に
肯
定
す
る
︑
共
通
の
道
徳
原
理

の
枠
組
み
を
形
成
し
な
が
ら
多
様
性
を
尊
重
す
る
こ
と
に
あ
る
(152
)

﹂︒

そ
れ
で
は
︑
婚
姻
制
度
を
維
持
す
る
﹁
公
共
的
な
理
由
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
M
acedo
は
︑
婚
姻
制
度
を
支
持

す
る
﹁
理
由
﹂
と
し
て
︑
以
下
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
︒
第
一
点
が
︑
婚
姻
法
の
も
と
で
配
偶
者
間
の
﹁
誓
約
︵
com
m
itm
ent︶
﹂
に
承
認

を
与
え
る
こ
と
の
社
会
的
意
義
で
あ
る
(153
)
︒
ま
ず
も
っ
て
︑﹁
婚
姻
と
い
う
法﹅

的﹅

状﹅

態﹅

の
存
在
は
︑
婚
姻
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
社
会
一
般
の

公
的
な
認
識
の
問
題
と
し
て
婚﹅

姻﹅

し﹅

た﹅

状﹅

態﹅

に﹅

あ﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

へ
の
人
々
の
切
実
な
望
み
の
実
現
を
容
易
に
す
る
(154
)
﹂︒
換
言
す
れ
ば
︑
法
の
も
と

で
﹁
婚
姻
﹂
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
付
与
す
る
か
ら
こ
そ
︑
誓
い
を
交
わ
し
合
っ
た
者
た
ち
の
関
係
は
︑
そ
れ
を
身
近
で
承
認
す
る
教
会
や
仲
間

内
を
超
え
て
︑
社
会
全
体
で
広
く
認
識
可
能
な
も
の
と
な
る
︒
こ
の
社
会
に
お
け
る
認
識
可
能
性
が
︑
婚
姻
の
誓
約
に
伴
う
様
々
な
社
会
的

期
待
や
道
徳
的
評
価
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
か
ら
︑
配
偶
者
間
の
人
格
的
関
係
が
ヨ
リ
安
定
的
な
も
の
と
な
る
︒
第
二
に
︑
よ
り
重
要
な

点
で
あ
る
が
︑
婚
姻
法
は
︑
配
偶
者
間
の
権
利
義
務
関
係
を
法
律
上
の
﹁
デ
フ
ォ
ル
ト
ル
ー
ル
﹂
と
し
て
予
め
設
定
し
て
お
く
こ
と
で
︑
婚
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姻
カ
ッ
プ
ル
が
家
庭
生
活
を
営
ん
で
い
く
う
え
で
引
き
受
け
る
特
別
な
相
互
の
負
担
を
均
衡
の
と
れ
た
も
の
に
し
︑
配
偶
者
間
の
相
互
誓
約

と
婚
姻
関
係
を
健
全
か
つ
安
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑
婚
姻
制
度
を
支
持
す
る
第
二
の
﹁
理
由
﹂
は
︑
婚
姻
法
が
︑

配
偶
者
間
の
相
互
誓
約
と
い
う
象
徴
的
次
元
を
支
援
し
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
権
利
義
務
関
係
を
定
め
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
︒

M
acedo
は
︑
こ
の
婚
姻
に
伴
う
種
々
の
﹁
法
的
効
果
︵
legal
consequences︶
﹂
を
﹁
婚
姻
の
法
的
﹃
付
随
事
項
﹄
︵
legal
“incidents”
of

m
arriage
︶
﹂
と
呼
び
︑
婚
姻
の
利
益
と
義
務
の
全
体
的
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
﹁
理﹅

に﹅

適﹅

っ﹅

て﹅

い﹅

て﹅

公﹅

正﹅

︵
reasonably
appropriate
and

fair︶﹂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
︑
婚
姻
法
が
︑
婚
姻
カ
ッ
プ
ル
の
み
を
特
別
視
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
は
な

い
と
い
う
(155
)
︒
し
た
が
っ
て
︑
婚
姻
法
が
定
め
る
権
利
義
務
内
容
が
﹁
理
に
適
っ
て
い
て
公
正
な
﹂
も
の
で
あ
る
限
り
︑
婚
姻
制
度
を
廃
止
す

る
必
要
性
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

も
っ
と
も
︑
M
acedo
自
身
︑
婚
姻
法
の
内
容
が
﹁
理
に
適
っ
て
い
て
公
正
﹂
で
あ
る
か
は
︑
家
族
に
関
し
て
変
化
し
続
け
る
需
要

︵
needs︶
と
︑
婚
姻
内
に
い
る
者
と
婚
姻
外
に
い
る
者
と
の
公
正
さ
に
照
ら
し
た
将
来
の
再
検
討
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
も
留

意
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
婚
姻
法
の
不
正
そ
れ
自
体
が
︑
直
ち
に
︑
婚
姻
制
度
の
廃
止
を
要
請
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
︒
と
い
う
の
も
︑﹁
婚﹅

姻﹅

﹂
と﹅

い﹅

う﹅

ラ﹅

ベ﹅

ル﹅

そ
れ
自
体
に
重
要
な
公
共
的
価
値
が
あ
り
︑
い
ま
だ
に
多
く
の
国
民
が
婚
姻
制
度
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
望
ん
で
い
る
以
上
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑﹁
婚
姻
﹂
と
い
う
言
葉
を
法
律
か
ら
削
除
し
た
と
こ
ろ
で
︑
婚
姻
制
度
廃
止
論
者
が
指
摘
す

る
よ
う
な
問
題
の
解
決
に
何
ら
資
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
(156
)
︒
ま
た
︑﹁
婚
姻
外
の
ケ
ア
関
係
︵
nonm
arital
caring
and
caregiving

relationships
(157
)

︶
﹂
の
よ
う
な
婚
姻
外
の
家
族
形
態
の
保
護
は
︑
婚
姻
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑

婚
姻
制
度
を
維
持
し
つ
つ
︑
婚
姻
制
度
に
そ
の
よ
う
な
関
係
を
保
護
す
る
制
度
を
補
完
す
る
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
(158
)
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
政
府
に
よ
る
婚
姻
制
度
を
通
じ
た
道
徳
的
な
善
や
公
共
的
な
価
値
の
追
求
に
は
十
分
な
﹁
公
共
的
理
由
﹂
が
存
在
す
る

こ
と
か
ら
︑
単
婚
に
基
づ
く
婚
姻
制
度
は
正
当
化
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
を

O
bergefell
判
決
に
敷
衍
す
る
な
ら
ば
︑﹁
婚
姻
﹂
の
重
要
性
を

理
由
に
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
必
要
性
を
説
く
こ
と
は
正
当
で
あ
る
し
︑
T
ribe
が
批
判
す
る
ほ
ど
︑
婚
姻
制
度
の
維
持
と
個
人
の
自
律
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と
が
相
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
婚
姻
制
度
特
権
化
論
は
︑
婚
姻
制
度
を
支
え
る
﹁
公
共
的
理
由
﹂
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
落

と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
以
上
が
︑
婚
姻
制
度
廃
止
論
に
対
す
る
第
一
の
応
答
で
あ
る
︒

�

J
o
s
e
p
h
R
a
z
の
卓
越
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

第
二
の
応
答
は
︑
道
徳
的
に
価
値
あ
る
生
き
方
や
善
の
構
想
が
複
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
︑
政
府
が
婚
姻
制
度
の
設
営
を
通
じ
て
︑

個
人
が
自
律
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
整
備
を
行
う
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
(159
)

︒
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
の
が
︑
Joseph

R
az
の
卓
越
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
る
(160
)

︒
T
ribe
が
﹁
自
律
的
な
存
在
﹂
と
し
て
の
個
人
の
尊
重
を
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
︑
こ
の
立

場
に
お
い
て
も
︑﹁
自
律
的
な
個
人
︵
the
autonom
ous
person
︶
﹂
と
い
う
人
間
像
は
︑
そ
の
政
治
・
道
徳
理
論
に
お
け
る
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
(161
)
︒
し
か
し
︑
卓
越
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
特
筆
す
べ
き
点
は
︑
こ
の
自
律
の
理
想
が
︑
政
府
に
対
し
て
︑
個
人
の
自
律
の
実

現
の
た
め
に
必
要
な
選
択
肢
の
範
囲
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
お
り
︑
そ
の
不
作
為
が
︑
危
害
原
理
︵
harm
principle︶
が
禁
ず
る
と

こ
ろ
の
﹁
危
害
︵
harm
︶
﹂
を
構
成
す
る
と
説
く
点
に
あ
る
(162
)

︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
R
az
の
危
害
原
理
は
︑
他
者
危
害
の
防
止
を
強
制
的
な
介

入
の
正
当
化
根
拠
と
す
る

John
Stuart
M
ill
の
理
解
を
超
え
て
︑﹁
自
律
基
底
的
な
義
務
︵
autonom
y-based
duties
(163
)
︶
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
市

民
の
自
律
の
条
件
に
配
慮
す
る
義
務
を
負
う
政
府
の
不
作
為
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
義
務
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
︑
政

府
は
︑
資
源
の
再
分
配
や
公
共
財
の
提
供
︑
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
強
制
的
な
仕
方
で
行
う
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
(164
)
︒
こ
の
点
で
︑

政
府
が
婚
制
制
度
を
通
じ
て
社
会
に
提
供
す
る
﹁
婚
姻
す
る
と
い
う
選
択
肢
︵
the
options⁝
of
getting
m
arried
︶
﹂
は
︑
個
人
の
自
律
的
な

生
の
実
現
に
資
す
る
限
り
で
︑
上
述
の
公
共
財
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
(165
)
︒

こ
の
公
共
財
と
の
文
脈
で
︑
R
az
は
︑
同
性
愛
者
間
の
婚
姻
︵
hom
osexual
m
arriages︶
に
関
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
見
解
を

示
し
て
い
る
︒
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﹁
確
か
に
︑︹
中
略
︺
他
の
人
と
同
棲
す
る
た
め
に
︑
社
会
の
中
で
生
き
る
必
要
は
全
く
な
い
︒
し
か
し
︑︹
中
略
︺
他
の
人
と
同
棲
す
る
こ
と
は
︑

︹
中
略
︺
婚
姻
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
︒︹
中
略
︺
婚
姻
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
社
会
的
︵
か
つ
法
的
︶
に
承
認
さ
れ
規
制
さ
れ
た
種

類
の
関
係
を
と
も
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
多
く
の
国
で
は
︑
同
性
愛
者
は
同
性
の
相
手
と
同
棲
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
︑
婚
姻
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
﹂
︒
﹁
同
性
愛
者
間
の
婚
姻
が
承
認
さ
れ
て
い
る
社
会
の
存
在
は
︑
集
合
財
︵
a
collective
good
︶
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
の
よ
う
な
社
会

の
存
在
か
ら
得
ら
れ
る
便
益
の
分
配
は
︑
潜
在
的
受
益
者
以
外
の
誰
に
よ
っ
て
も
随
意
に
制
御
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒︹
同
性
愛
者
間
で
婚
姻
す
る
︺

機
会
が
存
在
し
︑
そ
の
機
会
の
故
に
個
人
が
自
律
的
な
生
を
送
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
社
会
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
機
会
の
存
在
は
本
源
的
に
価

値
が
あ
る
(166
)

﹂
︒

言
う
な
れ
ば
︑
R
az
に
と
っ
て
︑
婚
姻
は
︑
個
人
に
自
律
的
な
生
の
実
現
を
可
能
に
す
る
機
会
を
提
供
す
る
か
ら
こ
そ
︑
本
源
的
に
価
値

あ
る
も
の
と
な
る
︒
ま
た
︑
政
府
が
社
会
に
対
し
て
提
供
す
る
﹁
婚
姻
す
る
と
い
う
選
択
肢
﹂
の
存
在
は
ひ
と
つ
の
﹁
公
共
財
﹂
で
も
あ
る
︒

そ
し
て
︑
上
記
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
同
性
愛
者
間
の
婚
姻
が
承
認
さ
れ
て
い
る
社
会
は
︑
そ
れ
自
体
﹁
集
合
財
﹂
で
あ
り
︑
同

性
愛
者
の
自
律
的
な
生
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
か
ら
︑
政
府
に
よ
る
不
当
な
強
制
力
の
行
使
と
は
な
ら
な
い
︒
む
し
ろ
︑
政
府
に
よ
る
婚
姻

関
係
の
法
的
承
認
は
︑
個
人
を
﹁
自
律
的
な
存
在
﹂
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
(167
)

︒
婚
姻
制
度
を
廃
止
し
て
人
々
を

耐
え
が
た
い
ほ
ど
の
数
の
選
択
肢
の
前
に
直
面
さ
せ
る
よ
り
も
︑
人
々
が
消
極
的
・
間
接
的
に
選
択
し
得
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
も
ま
た
︑

市
民
の
自
律
的
な
生
に
対
し
て
義
務
を
負
う
政
府
の
役
割
な
の
で
あ
る
︒

�

小

括

以
上
︑
婚
姻
制
度
特
権
化
論
に
対
す
る
二
つ
の
応
答
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
第
一
に
︑
人
々
が
様
々
な
善
き
生
の
構
想
を

抱
く
と
し
て
も
︑
婚
姻
制
度
を
支
持
す
る
十
分
な
﹁
公
共
的
理
由
﹂
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
政
府
が
単
婚
に
基
づ
く
婚
姻
制
度
を
維
持

す
る
こ
と
は
正
当
化
可
能
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
政
府
に
よ
る
婚
姻
制
度
の
設
営
は
︑
そ
れ
が
市
民
の
自
律
的
な
生
の
実
現
に
資
す
る
限
り
で
︑
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多
く
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
重
視
す
る
﹁
個
人
の
自
律
﹂
の
観
念
と
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
二
つ
の
応
答
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
︑﹁
婚
姻
﹂
の
重
要
性
に
着
目
し
て
︑
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
必
要
性
を
理
由
付
け
る
こ
と
は
︑
婚
姻
制
度
特
権
化
論
が
危
惧
す
る
ほ

ど
不
当
な
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
が
﹁
婚
姻
家
族
﹂
の
枠
内
に
留
ま
る
と
す
る
本
稿
の
解
釈
は
︑
婚

姻
制
度
特
権
化
論
が
唱
え
ら
れ
る
現
在
に
お
い
て
も
な
お
︑
そ
の
批
判
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

第
二
款

同
性
婚
保
護
と
複
婚
禁
止
の
公
共
的
正
当
化

�

同
性
婚
の
言
説
と
そ
の
公
共
性

﹁
共
感
性
﹂
か
ら
﹁
理
性
﹂
へ

雑
駁
で
は
あ
る
が
︑
前
款
に
お
け
る
婚
姻
制
度
特
権
化
論
に
対
す
る
応
答
に
よ
っ
て
︑
あ
る
程
度
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
重
要
性
に
依
拠

し
た
同
性
婚
保
護
の
立
論
の
有
効
性
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
な
お
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
︒
Y
oshino
は
︑
﹁
自
由
基

底
的
な
尊
厳
﹂
の
主
張
に
基
づ
く
同
性
婚
の
承
認
の
方
が
︑﹁
平
等
基
底
的
な
尊
厳
﹂
の
主
張
に
基
づ
く
立
論
よ
り
も
︑
最
高
裁
判
事
を
含

め
︑
多
く
の
者
の
共
感
的
理
解
が
得
ら
れ
易
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
(168
)

︒
つ
ま
り
︑﹁
自
由
基
底
的
な
尊
厳
﹂
の
主
張
は
︑
そ
の
主
張
が
獲

得
し
よ
う
と
す
る
価
値
が
︑
多
数
派
が
支
持
す
る
既
存
の
価
値
と
の
偏
差
が
小
さ
い
が
故
に
︑
多
数
派
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
主
張
な

の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
以
下
の
二
つ
の
同
性
婚
擁
護
の
主
張
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
(169
)
︒

㈠
異
性
愛
者
が
婚
姻
す
る
権
利
を
有
し
︑
同
性
愛
者
が
異
性
愛
者
と
対
等
で
あ
る
が
故
に
︑
同
性
愛
者
は
婚
姻
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
は
ず
だ
︒

㈡
す
べ
て
の
大
人
は
愛
す
る
人
と
婚
姻
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
は
ず
だ
︒

Y
oshino
は
︑
同
性
婚
擁
護
の
著
名
な
運
動
家
た
ち
が
︑
㈠
の
﹁
平
等
の
主
張
﹂
で
は
な
く
︑
㈡
の
﹁
自
由
の
主
張
﹂
に
依
拠
し
て
き
た
こ

と
を
指
摘
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
彼
ら
は
︑
㈠
の
﹁
婚
姻
平
等
の
権
利
︵
the
right
to
“m
arriage
equality”︶
﹂
や
﹁
同
性
婚
の
権
利
︵
“right
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to
gay
m
arriage”︶
﹂
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑﹁
婚
姻
す
る
権
利
︵
the
"right
to
m
arry"︶
﹂
を
主
張
し
て
き
た
と
い
う
︒
Y
osino
に
よ
れ
ば
︑

こ
の
よ
う
な
同
性
婚
擁
護
派
の
戦
略
的
主
張
こ
そ
︑
同
性
婚
の
承
認
要
求
が
獲
得
し
よ
う
と
す
る
事
柄
を
多
く
の
者
に
適
切
に
理
解
さ
せ
る

こ
と
に
資
す
る
と
い
う
︒

し
か
し
︑
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
立
論
は
︑
多
く
の
者
か
ら
の
共
感
が
得
ら
れ
易
い
と
い
う
プ﹅

ラ﹅

グ﹅

マ﹅

テ﹅

ィ﹅

ッ﹅

ク﹅

な﹅

考
慮
に
の
み
基
づ

く
判
断
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
な
判
断
は
︑﹁
自
由
基
底
的
な
尊
厳
﹂
と
い
う

Y
oshino
自
身
が
依
拠
す
る
﹁
自
由
﹂
権
解
釈
の
理

論
的
基
層
を
根
底
か
ら
掘
り
崩
し
か
ね
な
い
危
険
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(170
)

︒
確
か
に
︑
同
性
婚
に
関
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
言
説

は
︑﹁
共
同
体
間
に
共
有
さ
れ
た
背
景
的
な
価
値
を
利
用
﹂
し
つ
つ
︑﹁
共
同
体
内
の
争
い
の
場
合
と
同
様
に
︑
道
徳
的
な
対
話
に
よ
っ
て
対

立
の
解
消
を
図
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
﹂
点
で
︑
同
性
婚
の
承
認
が
特
定
の
家
族
形
態
の
特
権
化
を
招
く
と
す
る
﹁
リ
ベ
ラ
ル
な
言
説
﹂
や
︑

共
同
体
的
価
値
観
に
の
み
依
拠
し
て
同
性
婚
を
否
定
的
に
評
価
す
る
﹁
保
守
の
言
説
﹂
よ
り
も
実﹅

践﹅

的﹅

に﹅

優
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
(171
)

︒

し
か
し
︑
価
値
観
が
異
な
る
者
の
間
で
の
﹁
対
話
﹂
を
可
能
に
す
る
た
め
に
︑
既
存
の
価
値
を
出
発
点
に
す
る
こ
と
が
訴
訟
戦
略
と
し
て
有

効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
出
発
点
に
置
く
既
存
の
価
値
そ
れ
自
体
が
理﹅

に﹅

適﹅

っ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

︵
reasonable
︶
こ
と
を
保
証
す
る
わ
け
で
は

な
い
︒
重
要
な
の
は
︑
そ
の
対
話
に
よ
っ
て
︑﹁
現
在
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
異
性
婚
や
そ
の
他
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
そ
も
そ
も
価
値
が

認
め
ら
れ
て
い
る
理﹅

由﹅

を
探
求
し
︑
そ﹅

れ﹅

ら﹅

の﹅

理﹅

由﹅

が﹅

同﹅

性﹅

婚﹅

に﹅

も﹅

あ﹅

て﹅

は﹅

ま﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を﹅

示﹅

す﹅

﹂
(172
)

こ
と
で
あ
る
︒
婚
姻
関
係
が
異
性
間
か
同

性
間
か
に
関
係
な
く
︑
婚
姻
制
度
そ
れ
自
体
が
重
要
で
あ
る
こ
と
の
﹁
公
共
的
理﹅

由﹅

︵
public
reason
︶
﹂
を
探
求
す
る
こ
と
を
通
じ
て
婚
姻

制
度
を
正
当
化
す
る
と
い
う
作
業
は
︑
婚
姻
制
度
特
権
化
論
へ
の
第
一
の
応
答
で
紹
介
し
た
﹁
公
共
的
正
当
化
﹂
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

議
論
枠
組
に
他
な
ら
な
い
︒

そ
れ
で
は
︑
婚
姻
制
度
を
維
持
す
る
﹁
公
共
的
理
由
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
M
acedo
は
︑
同
性
愛
者
間
に
も

﹁
婚
姻
﹂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
﹁
理
由
﹂
と
し
て
︑
以
下
の
二
点
を
挙
げ
て
い
た
︒
第
一
に
︑
二
人
の
人
が
交
わ
す
婚
姻
の
誓
約
︵
m
arital

com
m
itm
ent︶
に
公
的
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
︑
配
偶
者
間
の
人
格
的
関
係
の
安
定
化
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
︑
第
二
に
︑
婚
姻
法
に
よ
る
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均
衡
の
と
れ
た
権
利
義
務
関
係
の
設
定
が
︑
当
該
誓
約
と
婚
姻
関
係
を
安
定
化
さ
せ
︑
結
果
的
に
︑
婚
姻
カ
ッ
プ
ル
や
そ
の
子
供
た
ち
︑
延

い
て
は
︑
社
会
に
と
っ
て
の
利
益
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
(173
)

︒
仮
に
同
性
婚
の
擁
護
派
が
こ
れ
ら
二
つ
の
﹁
理
由
﹂
に
依
拠
し
て
自

ら
の
主
張
を
構
成
し
︑
裁
判
所
も
こ
れ
ら
の
﹁
理
由
﹂
に
基
づ
く
主
張
を
正
当
な
事
実
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
認
定
し
得
る
の
で
あ
れ
ば
︑

裁
判
所
は
︑
同
性
間
の
婚
姻
を
認
め
な
い
州
法
を
違
憲
と
判
断
す
る
前
提
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

も
っ
と
も
︑
M
acedo
が
挙
げ
る
上
述
の
二
つ
の
﹁
理
由
﹂
は
︑
異
性
間
の
婚
姻
に
固
有
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
同
性
間
に
婚
姻
制
度
を
拡

張
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
︑
と
の
反
論
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
自
然
生
殖
の
可
能
性
の
あ
る
異
性
カ
ッ
プ
ル
で

あ
る
か
ら
こ
そ
︑
彼
ら
の
婚
姻
の
誓
約
に
公
的
承
認
を
与
え
る
こ
と
に
公
的
な
意
義
が
あ
る
の
だ
と
の
主
張
が
︑
同
性
婚
反
対
派
か
ら
し
ば

し
ば
な
さ
れ
て
き
た
(174
)
︒
つ
ま
り
︑
夫
婦
と
子
か
ら
な
る
家
族
形
態
︵﹁
婚
姻
家
族
﹂︶
を
支
援
し
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
が
︑
結
果
的
に
︑
社
会

の
担
い
手
た
る
将
来
世
代
を
持
続
的
に
形
成
す
る
こ
と
に
貢
献
し
︑
社
会
全
体
の
利
益
に
繋
が
る
か
ら
こ
そ
︑
国
家
は
婚
姻
制
度
を
通
じ
て

異
性
間
の
関
係
に
公
的
な
承
認
を
与
え
て
き
た
の
だ
と
説
か
れ
る
(175
)
︒
R
oberts
長
官
を
は
じ
め
と
す
る

O
bergefell
判
決
反
対
意
見
が
同
性

婚
を
﹁
婚
姻
﹂
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
の
﹁
理
由
﹂
は
︑
婚
姻
制
度
の
公
共
的
な
価
値
が
﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
に
あ
る
と
考
え

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
に
︑
婚
姻
制
度
が
重
要
で
あ
る
こ
と
の
も
う
一
つ
の
﹁
理
由
﹂
と
し
て
︑﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂

と
い
う
公
共
的
な
価
値
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

以
上
を
整
理
す
る
な
ら
ば
︑﹁
同
性
婚
の
言
説
﹂
が
出
発
点
に
置
く
べ
き
﹁
公
共
的
理
由
﹂
は
︑
以
下
の
三
つ
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
同
性

同
士
の
婚
姻
の
誓
約
に
公
的
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
︑
彼
ら
の
人
格
的
関
係
の
安
定
化
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
︑
第
二
に
︑
婚
姻
法
の
も
と

で
の
公
的
承
認
が
︑
婚
姻
カ
ッ
プ
ル
や
そ
の
子
供
た
ち
︑
延
い
て
は
︑
社
会
に
と
っ
て
の
利
益
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
︑
第
三
に
︑
同
性
カ

ッ
プ
ル
も
︑
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
の
担
い
手
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
第
二
点
は
︑
第
一
点
︵﹁
婚
姻
の
誓
約

の
公
的
承
認
に
よ
る
人
格
的
関
係
の
安
定
化
﹂︶
と
第
三
点
︵﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂︶
に
重
複
す
る
部
分
が
多
く
︑
こ
れ
ら
の
二
つ
の
公
共

的
な
価
値
を
保
護
す
る
こ
と
で
結
果
的
に
確
保
さ
れ
る
利
益
に
他
な
ら
な
い
か
ら
︑
以
下
で
は
議
論
の
見
通
し
を
良
く
す
る
た
め
に
︑
同
性
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間
に
婚
姻
制
度
が
拡
張
さ
れ
る
べ
き
﹁
理
由
﹂
を
第
一
点
と
第
三
点
に
限
定
し
て
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
(176
)

︒﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

の
重
要
性
に
依
拠
し
た
同
性
婚
保
護
の
立
論
は
︑
こ
れ
ら
の
二
つ
の
﹁
理
由
﹂
が
﹁
同
性
婚
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
示
す
﹂
こ
と
に
成
功

し
た
場
合
に
の
み
︑
裁
判
所
に
よ
る
同
性
間
へ
の
婚
姻
制
度
の
拡
張
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒

�

同
性
婚
保
護
の
公
共
的
正
当
化

同
性
間
へ
の
婚
姻
制
度
の
拡
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
︑
異
性
間
の
婚
姻
制
度
を
支
持
す
る
﹁
公
共
的
理
由
﹂
が
︑
同
性
間
の
親
密
な

関
係
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
点
︑
O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
は
︑
婚
姻
が
合
衆
国
憲
法
の
も
と
で
基

本
的
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
の
﹁
諸
理
由
︵
the
reasons︶
﹂
と
し
て
︑
以
下
の
考
慮
す
べ
き
﹁
四
つ
の
原
理
と
伝
統
﹂
を
挙
げ
て
い
た
(177
)

︒
す

な
わ
ち
︑
そ
の
四
つ
の
﹁
理
由
﹂
と
は
︑
婚
姻
に
関
す
る
人
格
的
選
択
の
権
利
が
個
人
の
自
律
の
概
念
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
︵
①
︶
︑

婚
姻
が
二
人
組
の
結
合
の
間
で
な
さ
れ
る
相
互
誓
約
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
︵
②
︶
︑
婚
姻
が
子
ど
も
や
家
族
を
保
護
す
る
重
要
な
手

段
で
あ
り
︑
特
に
︑
子
の
最
善
の
利
益
に
対
し
て
永
続
的
で
持
続
的
な
重
要
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
︵
③
︶
︑
そ
し
て
︑
相
互
に
助
け
合
う

こ
と
を
誓
い
合
っ
た
カ
ッ
プ
ル
に
婚
姻
に
伴
う
象
徴
的
承
認
と
諸
利
益
を
与
え
る
こ
と
で
︑
政
府
が
︑
婚
姻
を
様
々
な
社
会
秩
序
や
法
秩
序

の
基
礎
と
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
︵
④
︶
で
あ
る
(178
)

︒
こ
れ
ら
を
先
述
の
﹁
公
共
的
理
由
﹂
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
︑
①
と
②
は
︑
﹁
婚
姻
の

誓
約
の
公
的
承
認
に
よ
る
人
格
的
関
係
の
安
定
化
﹂
と
い
う
価
値
に
︑
③
は
︑﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
と
い
う
価
値
に
︑
そ
れ
ぞ

れ
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
④
は
︑
政
府
が
婚
姻
制
度
を
様
々
な
社
会
秩
序
や
法
秩
序
の
中
心
に
置
く
こ
と
で
︑
婚
姻
に
伴
う
上
述
の
二

つ
の
公
共
的
価
値
︵﹁
婚
姻
の
誓
約
の
公
的
承
認
に
よ
る
人
格
的
関
係
の
安
定
化
﹂
及
び
﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
︶
の
促
進
に
貢
献
し
て
き
た

と
い
う
経
験
的
事
実
に
依
存
す
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
︑
同
性
婚
の
承
認
を
正
当
化
す
る
﹁
公
共
的
理
由
﹂
と
し
て
は
︑
上
述
の
二
点
が
同
性

間
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
十
分
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
で
は
︑
実
際
に
︑
こ
れ
ら
の
二
つ
の
﹁
公
共
的
理
由
﹂
は
︑
同
性
間
に
婚
姻
制
度
を
拡
張
す
る
こ
と
の
正
当
化
根
拠
と
な
り
得
る
の
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だ
ろ
う
か
︒
ま
ず
︑
婚
姻
の
誓
約
の
重
み
が
︑
そ
の
関
係
が
異
性
間
か
同
性
間
か
で
異
な
る
と
は
一
概
に
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ

て
︑﹁
婚
姻
の
誓
約
の
公
的
承
認
に
よ
る
人
格
的
関
係
の
安
定
化
﹂
と
い
う
価
値
は
︑
同
性
間
の
関
係
に
も
同
様
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
︒
や
は
り
︑
同
性
間
に
婚
姻
制
度
を
拡
張
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
の
判
断
の
分
水
嶺
は
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
︑
異
性
カ
ッ

プ
ル
と
同
様
に
﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
の
担
い
手
た
り
得
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
は
︑
こ
の
論
点
の
重
要
性
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
︒
第
一
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
法
廷
意
見
は
︑
婚

姻
す
る
権
利
の
核
心
的
前
提
に
あ
る
の
は
︑
婚
姻
し
た
親
の
も
と
で
子﹅

ど﹅

も﹅

を﹅

産﹅

む﹅

こ﹅

と﹅

で
は
な
く
︑
婚
姻
し
た
親
に
よ
っ
て
子﹅

ど﹅

も﹅

が﹅

育﹅

て﹅

ら﹅

れ﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
事
実
を
前
提
に
︑
法
廷
意
見
は
︑
現
に
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
多
く
が
子
ど
も
の
養
教
育

の
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
を
婚
姻
制
度
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
︑
婚
姻
す
る
権
利
の
核
心
的
前
提
に
反

す
る
ど
こ
ろ
か
︑
結
果
的
に
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
子
ど
も
の
尊
厳
を
毀
損
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
(179
)
︒
こ
こ
に
︑
同

性
カ
ッ
プ
ル
を
﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
の
担
い
手
た
り
得
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
法
廷
意
見
の
意
図
が
垣
間
見
え
る
︒

こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
よ
る
子
の
養
教
育
と
い
う
事
実
が
︑
単
な
る
社
会
的
事
実
と
し
て
で
は
な
く
︑
同
性
婚
の
承
認

を
州
政
府
に
義
務
付
け
る
︑
あ
る
種
の
立﹅

法﹅

事﹅

実﹅

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
大
部
分
の
州
が
︑
個
人
と
し
て
も
カ
ッ
プ
ル
と
し
て
も
︑
ゲ
イ
や
レ
ズ
ビ
ア
ン
に
養
子
縁
組
を
結
ぶ
こ
と
を
認
め
て
き
た
の
で
あ
り
︑
多
く
の
養
子

及
び
里
子
が
同
性
の
親
を
有
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑︹
同
性
愛
者
に
養
子
縁
組
や
里
子
制
度
の
利
用
を
認
め
る
︺
法﹅

そ﹅

れ﹅

自﹅

体﹅

か﹅

ら﹅

︑
ゲ
イ
や
レ

ズ
ビ
ア
ン
が
愛
情
に
あ
ふ
れ
︑
支
え
合
う
家
族
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
の
強
力
な
確
証
を
与
え
る
(180
)
﹂︒

つ
ま
り
︑
法
廷
意
見
は
︑
現
に
妥
当
す
る
家
族
法
秩
序
の
﹁
法
そ
れ
自
体
﹂
か
ら
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
も
異
性
カ
ッ
プ
ル
と
同
様
に
﹁
将
来
世

代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
の
担
い
手
に
な
り
得
る
と
い
う
確
証
を
導
き
出
し
︑
こ
の
確
証
に
基
づ
い
て
︑
憲
法
上
の
﹁
婚
姻
﹂
概
念
を
同
性
カ
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ッ
プ
ル
に
拡
張
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

実
際
︑
O
bergefell
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
に
︑
多
く
の
州
が
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
養
子
縁
組
制
度
や
生
殖
補
助
医
療
制
度
の
利
用
を
認

め
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
本
来
自
然
生
殖
が
あ
り
得
な
い
同
性
カ
ッ
プ
ル
も
子
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
り
︑
そ
の

結
果
︑
法
的
親
子
関
係
の
承
認
の
基
準
が
︑
親
子
間
の
﹁
血
縁
関
係
﹂
や
﹁
分
娩
の
事
実
﹂
と
い
っ
た
要
素
か
ら
︑
子
を
持
ち
育
て
た
い
と

い
う
親
の
﹁
意
思
︵
intent︶
﹂
や
﹁
機
能
︵
function
︶
﹂
と
い
う
要
素
を
重
視
す
る
も
の
へ
と
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
(181
)

︒
同
性
間
に
婚
姻
の
自
由
を
承
認
す
べ
き
だ
と
す
る
法
廷
意
見
の
判
断
の
背
景
に
︑
こ
の
よ
う
な
家
族
法
上
の
﹁
親
子
﹂
概
念
の
変

化
に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
築
く
家
族
形
態
は
︑﹁
性
的
指
向
性
﹂

の
違
い
を
除
け
ば
︑
異
性
カ
ッ
プ
ル
が
築
く
そ
れ
と
限
り
な
く
類﹅

似﹅

す﹅

る﹅

も
の
な
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
︑
異
性
間
と
同
性
間
の
関
係
の
間
に
残
さ
れ
た
差
異
は
︑
両
者
の
﹁
性
的
指
向
性
﹂
の
違
い
の
み
で
あ
る
︒
裏
を
返
せ
ば
︑
異

性
間
と
同
性
間
の
家
族
関
係
の
類﹅

似﹅

性﹅

は
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
婚
姻
制
度
の
前
提
と
な
る
二
つ
の
公
共
的
価
値
︵﹁
婚
姻
の
誓
約
の
公
的
承
認

に
よ
る
人
格
的
関
係
の
安
定
化
﹂
と
﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂︶
の
担
い
手
と
な
り
得
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

﹁
性
的
指
向
性
﹂
の
違
い
と
い
う
対﹅

照﹅

性﹅

の
み
を
強
調
し
て
︑
同
性
間
に
婚
姻
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な
い
こ
と
は
︑
理
に
適
っ
て
い

て
公
正
な
判
断
と
は
言
い
難
い
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
同
性
婚
の
承
認
要
求
が
既
存
の
婚
姻
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
要
求
に
留
ま
る
限
り
︑
同

性
間
に
婚
姻
制
度
を
拡
張
す
る
﹁
公
共
的
理
由
﹂
は
十
分
に
存
す
る
の
で
あ
る
︒

�

複
婚
禁
止
の
公
共
的
正
当
化

単
婚
に
基
づ
く
婚
姻
制
度
を
支
持
す
る
﹁
公
共
的
理
由
﹂
は
︑
複
婚
の
法
的
禁
止
を
正
当
化
す
る
﹁
公
共
的
理
由
﹂
と
し
て
も
ま
た
機
能

す
る
︒
R
oberts
長
官
は
︑
そ
の
反
対
意
見
の
な
か
で
︑
法
廷
意
見
の
理
由
付
け
で
は
︑
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
効
力
が
複
婚
の
承
認
要
求
に

も
同
等
に
及
び
得
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
た
が
(182
)
︑
本
稿
が
支
持
す
る
公
共
的
正
当
化
の
議
論
枠
組
は
︑
こ
の
批
判
に
も
ま
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た
応
え
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
公
共
的
理
由
﹂
に
基
づ
く
複
婚
禁
止
の
正
当
化
は
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
が
﹁
婚
姻
家
族
﹂
の
枠
内
に
留
ま

る
と
す
る
本
稿
の
解
釈
の
よ
り
強
力
な
裏
付
け
と
な
る
だ
ろ
う
︒

以
下
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
︑
法
廷
意
見
の
理
由
付
け
に
対
す
る

R
oberts
長
官
の
批
判
は
︑
そ
の
多
く
が
︑
法
廷
意
見
が
﹁
自
律
﹂

﹁
尊
厳
﹂﹁
ス
テ
ィ
グ
マ
﹂
と
い
っ
た
憲
法
典
に
存
在
し
な
い
抽
象
的
な
概
念
を
用
い
て
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
を
承
認
す
べ
き
だ
と
い
う

理
由
付
け
を
行
っ
た
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
︒

﹁
﹃
婚
姻
す
る
こ
と
を
望
む
二
人
の
男
性
ま
た
は
二
人
の
女
性
の
間
の
絆
と
︑
そ
の
よ
う
な
重
大
な
選
択
を
な
す
彼
ら
の
自
律
に
尊
厳
が
宿
る
﹄
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
な
ぜ
︑
自
律
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
か
で
︑
婚
姻
す
る
と
い
う
重
大
な
選
択
を
な
す
こ
と
を
求
め
る
三
人
の
人
々
の
間
の
絆
に
宿

る
尊
厳
は
︑
そ
れ
に
少
し
で
も
劣
る
も
の
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
婚
姻
す
る
憲
法
上
の
権
利
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
︑
彼

ら
の
子
ど
も
が
﹃
彼
ら
の
家
族
が
幾
分
か
劣
っ
た
家
族
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
ス
テ
ィ
グ
マ
に
苛
ま
れ
る
﹄
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
由
で
︑
同
性

カ
ッ
プ
ル
が
婚
姻
す
る
憲
法
上
の
権
利
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
な
ぜ
︑
同
様
の
理
由
付
け
が
︑
子
ど
も
を
養
っ
て
い
る
三
人
ま
た
は
そ
れ
以

上
の
人
々
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒
婚
姻
す
る
機
会
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
︑
ゲ
イ
や
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
カ
ッ
プ
ル
を
﹃
軽
蔑
し
服
従

さ
せ
る
こ
と
に
加
担
す
る
﹄
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
な
ぜ
︑
同
じ
く
﹃
こ
の
よ
う
な
障
害
を
課
す
こ
と
﹄
が
︑
複
婚
関
係
を
実
現
し
た
い
と
思
う
人
々

を
軽
蔑
し
服
従
さ
せ
る
こ
と
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
(183
)
﹂︒

こ
の
執
拗
な
ま
で
に
徹
底
し
た
批
判
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
︑﹁
自
律
﹂﹁
尊
厳
﹂
﹁
ス
テ
ィ
グ
マ
﹂
と
い
っ
た
言
葉
そ
れ
自
体
が
︑
憲
法

が
保
護
す
べ
き
﹁
婚
姻
﹂
や
﹁
家
族
﹂
の
範
囲
を
指
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
限
り
で
︑
法
廷
意
見
の
理
由
付
け

が
不
明
確
で
あ
る
と
す
る

R
oberts
長
官
の
批
判
は
︑
至
極
真
っ
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
法
廷
意
見
は
︑
こ
れ
ら
の
概
念
に
照
ら
し
て
︑
な

ぜ
﹁
婚
姻
﹂
の
定
義
の
構
成
要
素
と
し
て
︑﹁
男
女
と
い
う
要
素
︵
the
m
an-w
om
an
elem
ent︶
﹂
が
維
持
さ
れ
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

﹁
二
人
組
と
い
う
要
素
︵
the
tw
o-person
elem
ent︶
﹂
が
維
持
さ
れ
得
る
の
か
︑
そ
の
﹁
理
由
︵
reason
︶
﹂
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
わ
け
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で
は
な
い
(184
)

︒
こ
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
如
何
な
る
理
由
で
二
人
組
の
カ
ッ
プ
ル
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
︑
本
章
第
二
節
の

Y
oshino
の
学
説
を
考
察
し
た
際
に
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
点
で
あ
る
(185
)

︒

こ
こ
で
法
廷
意
見
を
敢
え
て
擁
護
す
る
な
ら
ば
︑
法
廷
意
見
の
論
理
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
を
﹁
二
人
組
﹂

の
婚
姻
関
係
に
限
定
す
る
こ
と
が
理﹅

に﹅

適﹅

っ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

と
言
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
法
廷
意
見
の
理
由
付
け
の
不
明
確
さ
を
指
摘
し
て
︑

O
bergefell
判
決
の
先
例
と
し
て
の
有
用
性
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
こ
と
は
容
易
い
︒
し
か
し
︑
法
廷
意
見
の
論
理
過
程
を
追
体
験
す
る
か

た
ち
で
︑
法
廷
意
見
が
そ
の
判
断
を
下
す
に
至
っ
た
﹁
理
由
﹂
を
探
求
す
る
こ
と
も
ま
た
学
説
の
役
割
で
あ
ろ
う
︒︽
同
性
間
の
婚
姻
を
認

め
な
い
州
法
は
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
尊
厳
を
毀
損
す
る
が
故
に
違
憲
で
あ
る
︾
と
の
判
断
が
︑︽
婚
姻
が
合
衆
国
憲
法
の
も
と
で
基
本
的
重

要
性
を
有
す
る
こ
と
の
﹁
四
つ
の
原
理
と
伝
統
﹂︾
と
い
う
﹁
理
由
﹂
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
複
婚
禁
止
の
正
当
化
根
拠
も

ま
た
︑
こ
れ
と
同
じ
﹁
理
由
﹂
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
理
由
﹂
こ
そ
︑
本
稿
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た

婚
姻
制
度
を
支
持
す
る
二
つ
の
﹁
公
共
的
理
由
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
①
﹁
婚
姻
の
誓
約
の
公
的
承
認
に
よ
る
人
格
的
関
係
の
安

定
化
﹂
と
②
﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
の
二
つ
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
理
由
﹂
が
複
婚
関
係
に
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑

﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
を
﹁
二
人
組
﹂
の
婚
姻
関
係
の
保
護
に
限
定
す
る
こ
と
も
ま
た
正
当
化
さ
れ
よ
う
︒

端
的
に
言
っ
て
︑
複
婚
の
承
認
要
求
は
︑
上
述
の
二
つ
の
﹁
公
共
的
理
由
﹂
の
い
ず
れ
も
満
た
さ
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
一
部
の
宗
教

団
体
の
ポ
リ
ガ
ミ
ー
の
実
践
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
複
婚
と
い
う
家
族
形
態
の
多
く
は
︑
婚
姻
関
係
に
お
い
て
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
夫

と
そ
の
周
縁
に
位
置
す
る
複
数
の
妻
や
子
ど
も
た
ち
の
間
の
非
対
称
的
な
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
M
acedo
は
︑
ア
メ
リ
カ

の
モ
ル
モ
ン
の
ポ
リ
ガ
ミ
ー
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
︑
夫
は
追
加
的
に
新
た
な
妻
を
娶め
と

る
権
利
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
妻
に
は
そ

の
よ
う
な
権
利
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
(186
)
︒
ま
た
︑
妻
に
は
実
質
的
に
離
婚
の
自
由
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
い
う
報
告
(187
)
や
︑
夫
を
他
の

妻
た
ち
と
共
有
す
る
と
い
う
経
験
が
複
婚
関
係
に
あ
る
女
性
た
ち
の
﹁
感
情
崩
壊
︵
em
otional
devastation
︶
﹂
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
報

告
も
な
さ
れ
て
い
る
(188
)
︒
結
果
的
に
︑
こ
の
よ
う
な
配
偶
者
間
の
非
対
等
性
が
︑
子
ど
も
の
福
祉
や
健
康
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
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な
る
(189
)

︒
複
婚
関
係
の
な
か
で
育
つ
子
ど
も
に
と
っ
て
︑
父
が
生
み
の
親
で
あ
る
母
以
外
の
女
性
と
親
密
な
関
係
を
持
つ
こ
と
は
︑
彼
ら
の
養

教
育
に
と
っ
て
必
ず
し
も
望
ま
し
い
状
態
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
︒
複
婚
に
関
す
る
以
上
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
︑
複
婚
関
係

に
公
的
承
認
を
与
え
る
こ
と
は
︑
公
的
制
度
と
し
て
﹁
婚
姻
﹂
を
維
持
す
る
う
え
で
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
上
述
の
二
つ
の
﹁
公
共
的

理
由
﹂
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
複
婚
の
承
認
要
求
が
如
何
に
自
己
の
宗
教
的
な
信
念
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ

の
関
係
が
一
部
の
家
族
構
成
員
に
対
す
る
不
平
等
を
前
提
に
す
る
以
上
︑
複
婚
の
実
現
と
い
う
宗
教
的
行
為
の
重
要
性
は
︑
複
婚
関
係
に
婚

姻
制
度
を
拡
張
す
る
正
当
な
﹁
理
由
﹂
と
な
り
得
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
複
婚
の
承
認
要
求
が
本
来
的
に
不
平
等
な
家
族
形
態
の
公
認
を
求
め
る
権
利
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観

念
は
︑
単
婚
と
複
婚
の
家
族
形
態
の
対
等
性
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
︑
複
婚
関
係
内
に
お
け
る
配
偶
者
間
の
不
平
等
を
是
正
す
る
規
範
と

し
て
機
能
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
事
実
︑
O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
は
︑
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
婚
姻
の
性
に
基
づ
く

差
別
の
歴
史
に
関
す
る
叙
述
の
な
か
で
﹁
男
女
間
の
対
等
な
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
に
言
及
し
て
い
た
(190
)
︒
こ
の
法
廷
意
見
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
︑

配
偶
者
間
の
関
係
の
非
対
等
性
を
前
提
と
す
る
複
婚
関
係
の
容
認
は
︑
男
女
間
の
婚
姻
関
係
の
対
等
性
を
要
請
す
る
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
理

念
と
相
容
れ
な
い
︒
こ
れ
と
は
反
対
に
︑
単﹅

婚﹅

に
基
づ
く
婚
姻
制
度
は
︑
二
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
相
互
誓
約
に
基
づ
く
互
恵
的
な
関
係
を

﹁
婚
姻
﹂
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
複
婚
に
比
し
て
︑
よ
り
平
等
主
義
的
な
家
族
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
︒
以
上

を
踏
ま
え
れ
ば
︑
O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
の
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
は
︑
単
婚
型
の
﹁
婚
姻
家
族
﹂
に
限
定
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ

る
し
︑
そ
の
概
念
の
規
範
的
内
実
は
︑
㈠
異
性
間
と
同
性
間
の
間
で
類﹅

似﹅

性﹅

を﹅

有﹅

す﹅

る﹅

家
族
形
態
の
対
等
な
保
護
と
︑
㈡
婚
姻
関
係
に
お
け

る
配
偶
者
間
の
対
等
性
の
維
持
に
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
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第
三
款

中

間

総

括

�

議
論
の
総
括

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
第
一
に
︑
本
章
第
三
節
の

T
ribe
の
学
説
に
関
す
る
考
察
で
示
し
た
よ
う

に
︑
O
bergefell
判
決
の
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
が
︑
憲
法
の
構
造
的
解
釈
や
同
判
決
に
お
け
る

B
arnette
判
決
の
引
用
の
事
実
か
ら

﹁
個
人
﹂
の
﹁
自
由
﹂
一
般
や
﹁
自
律
﹂
を
基
礎
と
し
た
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
で
あ
る
と
言
え
た
と
し
て
も
︑
こ
の
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
が
︑
あ

る
特
定
の
人
的
結
合
を
保
護
す
る
婚
姻
制
度
の
存
続
を
直
ち
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
我
が
国
や
欧
米
諸
国
の
多

く
で
採
用
さ
れ
て
い
る
単
婚
型
の
婚
姻
制
度
は
︑
そ
れ
が
公
共
的
に
正
当
化
可
能
な
﹁
理
由
﹂
に
依
拠
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
限
り
で
︑

﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
を
毀
損
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
︒
む
し
ろ
︑
政
府
が
人
々
の
協
働
生
活
の
基
盤
と
な
る
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
婚
姻
制

度
を
設
営
す
る
こ
と
は
︑
個
人
の
自
律
的
な
生
の
あ
り
方
を
支
援
・
促
進
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒

第
二
に
︑
第
一
の
点
と
関
連
す
る
が
︑
各
人
の
共
同
生
活
の
基
盤
と
し
て
設
営
さ
れ
る
婚
姻
制
度
が
単﹅

婚﹅

型
の
婚
姻
で
あ
る
こ
と
は
︑
複

婚
型
の
婚
姻
に
比
し
て
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
の
理
念
的
性
質
に
ヨ
リ
適
し
た
も
の
と
言
え
る
︒
ま
ず
も
っ
て
︑
配
偶
者
間
の
非
対
等

性
を
前
提
に
す
る
複
婚
関
係
を
容
認
す
る
こ
と
は
︑
婚
姻
関
係
に
お
け
る
男
女
間
の
性
差
別
の
是
正
に
起
源
を
有
す
る
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の

観
念
の
歴
史
的
淵
源
と
相
容
れ
な
い
︒
婚
姻
が
崇
高
な
も
の
で
あ
る
か
は
さ
て
お
き
︑
O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
が
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を

﹁
二﹅

人﹅

組﹅

﹂
の﹅

婚﹅

姻﹅

関﹅

係﹅

を
保
護
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
た
こ
と
は
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
が
﹁
婚
姻
家
族
﹂
の
枠
内
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
を
暗
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
法
廷
意
見
が
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
い
う
観
念
を
引
き
合
い
に
出
し

て
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
は
︑
人
々
が
自
ら
の
﹁
性
的
指
向
性
﹂
を
理
由
に
重
要
な
社
会
的
制
度
で
あ
る
﹁
婚
姻
﹂
と
い
う
﹁
地
位
な
い
し

身
分
﹂
か
ら
排﹅

除﹅

さ﹅

れ﹅

な﹅

い﹅

権﹅

利﹅

で
あ
る
︒
合
衆
国
憲
法
は
こ
の
よ
う
な
権
利
を
す﹅

べ﹅

て﹅

の﹅

個﹅

人﹅

に
認
め
て
い
る
︒
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﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
と
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
連
関

以
上
が
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
に
関
す
る
本
稿
の
分
析
の
到
達
点
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
問
題
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
︽
あ
る
個

人
を
﹁
尊
厳
﹂
あ
る
主
体
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︾
と
い
う
上
位
命
題
か
ら
︑︽
あ
る
個
人
に
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
保
障
す
る
べ

き
で
あ
る
︾
と
い
う
下
位
命
題
が
論
理
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
長
谷
部
恭
男
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
﹁
す

べ
て
の
個
人
に
平
等
に
尊
厳
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
︑
憲
法
上
の
権
利
に
対
す
る
制
約
が
︑
す
べ
て
の
個
人
に
と
っ
て
同
等
の
影
響
︵
im
-

pact︶
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
(191
)

﹂︒
婚
姻
の
自
由
を
例
に
と
る
と
︑
婚
姻
の
自
由
が
持
つ

意
味
は
︑
人
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
あ
る
特
定
の
個
人
と
の
親
密
な
関
係
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
︑
国
が
定
め
る
完
全
な
意
味
で
自
由
な
状

態
と
は
言
え
な
い
婚
姻
関
係
に
入
る
必
要
性
は
必
ず
し
も
な
い
︒
ま
た
︑
婚
姻
せ
ず
と
も
老
後
ま
で
独
身
で
楽
し
く
暮
ら
し
人
生
を
全
う
す

る
大
人
も
世
に
は
た
く
さ
ん
い
る
だ
ろ
う
(192
)
︒
各
人
に
と
っ
て
婚
姻
が
持
つ
意
味
は
︑
各
人
が
婚
姻
に
対
し
て
抱
く
感
情
や
婚
姻
へ
の
固
執
の

程
度
に
よ
っ
て
変
化
す
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
以
上
︑
す
べ
て
の
個
人
に
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て

も
︑
そ
の
こ
と
か
ら
言
え
る
の
は
︑
そ
の
自
由
に
対
す
る
規
制
の
平
等
な
適
用
で
あ
っ
て
︑
各
人
の
望
む
よ
う
な
か
た
ち
で
の
︑
そ
の
自
由

の
実
現
で
も
な
け
れ
ば
︑
そ
の
自
由
の
国
家
に
よ
る
絶
対
的
な
保
障
で
も
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
平
等
の
審
査
を
行
わ
ず
に
﹁
婚
姻
の
自

由
﹂
の
制
約
を
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
評
価
す
る
た
め
に
は
︑
そ
の
社
会
に
お
い
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
﹁
尊
厳
﹂
と
分
ち
難
く
結
び
付
い
た

権
利
で
あ
る
こ
と
を
別
途
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
尊
厳
﹂
と
﹁
権
利
﹂
の
区
別
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
︑
再
び
︑
O
bergefell
判
決
の
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
に

目
を
向
け
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
で
の
﹁
尊
厳
﹂
と
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
特
定
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
確
保
さ
れ
る
︑
合
衆
国

市
民
と
し
て
の
﹁
尊
厳
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
近
代
立
憲
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
支
え
る
は
ず
の
﹁
尊
厳
﹂
と
い
う
観
念
か
ら
︑
特

定
の
人
間
関
係
の
社
会
的
承
認
を
内
実
と
す
る
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
論
理
必
然
的
に
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
性
的
指
向
性
﹂
の
相
違

と
い
う
正
当
化
不
可
能
な
理
由
に
基
づ
く
同
性
婚
の
否
定
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
憲
法
典
上
の
根
拠
を
有
す
る
平
等
保
護
原
則
に
言
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及
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
(193
)

︒
そ
れ
で
も
な
お
︑
法
廷
意
見
が
﹁
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
に
拘
っ
た
の
は
︑
そ
こ
に
平
等
保
護

原
則
の
単
な
る
援
用
で
は
埋
め
ら
れ
な
い
何﹅

か﹅

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
何﹅

か﹅

を
考
え
る
う
え
で
の
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
︑
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
の
普
遍
化
仮
説
を
提
唱
し
た
こ

と
で
著
名
な

Jerem
y
W
aldron
で
あ
る
(194
)
︒
W
aldron
の
所
説
に
よ
る
と
︑
現
代
の
普
遍
的
な
人
権
の
基
底
に
あ
る
と
さ
れ
る
﹁
尊
厳
﹂

の
観
念
は
︑
元
来
︑﹁
高
位
︵
noble
rank
︶
﹂
や
﹁
顕
職
︵
high
office︶
﹂
な
ど
︑
他
者
と
比
較
し
て
高
い
位
階
に
あ
る
一
部
の
人
間
と
結
び

付
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
︑
現
代
立
憲
主
義
諸
国
の
憲
法
典
や
世
界
人
権
宣
言
に
見
ら
れ
る
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
の
観
念
は
︑

こ
の
よ
う
な
高
い
地
位
・
身
分
を
す
べ
て
の
者
に
拡
張
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
(195
)
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
現
代
的
な
意
味
で
の
﹁
尊
厳
﹂
と
は
︑

﹁
普
通
の
人
︵
the
com
m
on
m
an
︶
﹂
を
﹁
高
貴
な
も
の
︵
noble︶
﹂
と
し
て
み
な
す
こ
と
を
指
す
(196
)

︒
こ
の
意
味
で
︑
す
べ
て
の
者
が
﹁
尊

厳
﹂
を
持
つ
社
会
と
は
︑
ま
さ
に
単﹅

一﹅

の﹅

種﹅

類﹅

の﹅

人﹅

間﹅

し
か
基
本
的
に
存
在
し
な
い
単﹅

一﹅

の﹅

地﹅

位﹅

・
身﹅

分﹅

に
基
づ
く
社
会
な
の
で
あ
る
(197
)

︒

し
た
が
っ
て
︑
単
一
の
地
位
・
身
分
に
基
づ
く
社
会
に
お
い
て
﹁
権
利
﹂
保
障
の
基
底
に
﹁
尊
厳
﹂
を
観
念
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の

社
会
の
構
成
員
の
す
べ
て
に
︑
そ
の
地
位
・
身
分
に
相
応
の
﹁
権
利
﹂
が
普
く
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
い
わ
ゆ

る
︑﹁
普
遍
的
な
権
利
﹂
の
保
障
で
あ
る
(198
)

︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
W
aldron
に
よ
っ
て
﹁
地
位
﹂
と
し
て
言
い
換
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
﹁
尊

厳
﹂
と
は
︑
単
な
る
﹁
権
利
﹂
の
媒
介
項
で
は
な
く
︑
定
め
ら
れ
た
一
連
の
﹁
権
利
﹂
を
構﹅

成﹅

す﹅

る﹅

も
の
で
あ
る
(199
)

︒
も
っ
と
も
︑
具
体
的
に

﹁
尊﹅

厳﹅

﹂
に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

構﹅

成﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

﹁
権﹅

利﹅

﹂
が
何
で
あ
る
か
は
︑
法
域
や
法
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
︒
W
aldron
は
︑﹁
尊
厳
﹂
の

観
念
か
ら
如
何
な
る
特
定
の
権
利
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
︑
上
記
の
所
説
で
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

む
し
ろ
︑
W
aldron
の
関
心
は
︑﹁
権
利
﹂
を
保
障
す
る
法
の
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
に
あ
る
︒﹁
尊
厳
と
結
び
付
い
た
特
定
の
権
利
を
進

ん
で
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
法
域
に
よ
る
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
︑
お
よ
そ
権
利
と
い
う
も
の
の
形
式
と
構
造
そ
れ
自
体
は
︑
権
利
保

持
者
の
尊
厳
と
い
う
観
念
を
表
現
す
る
(200
)
﹂︒﹁
権
利
が
法
の
中
に
あ
ま
ね
く
存
在
す
る
限
り
︑
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
者
が
引
き
出
す
資
格
の

あ
る
承
認
と
尊
重
は
︑
尊﹅

厳﹅

に﹅

対﹅

す﹅

る﹅

法﹅

の﹅

コ﹅

ミ﹅

ッ﹅

ト﹅

メ﹅

ン﹅

ト﹅

と
い
う
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
局
面
へ
と
至
る
で
あ
ろ
う
(201
)
﹂
︒
こ
の
よ
う
な
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﹁
尊
厳
﹂
と
﹁
権
利
﹂
の
関
係
に
関
す
る

W
aldron
の
見
立
て
が
正
し
い
と
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑
個
人
に
﹁
権
利
﹂
を
保
障
す
る
法
シ

ス
テ
ム
存
在
そ
れ
自
体
が
︑
既
に
︑
そ
の
法
シ
ス
テ
ム
の
中
で
生
き
る
者
の
﹁
尊
厳
﹂
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う

な
見
立
て
は
︑﹁
尊
厳
﹂
と
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
論
理
必
然
的
に
結
び
つ
け
る

O
bergefell
判
決
の
法
廷
意
見
の
立
論
と
そ
れ
ほ
ど
距
離
の

あ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
(202
)
︒

こ
れ
よ
り
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
︑﹁
尊
厳
﹂
概
念
の
理
解
と
し
て
︑
法
廷
意
見
の
尊
厳
観
と

W
aldron
の
尊
厳
観
の
い
ず
れ
が
ヨ
リ
適

切
で
あ
る
か
を
筆
者
は
こ
こ
で
安
易
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
も
っ
と
も
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
い
う
観
念
を
援
用
し
て
同
性
婚
を
保

護
し
た
法
廷
意
見
の
狙
い
が
︑
一
部
の
州
に
よ
る
同
性
婚
の
否
認
を
要
保
護
性
の
高
い
被
差
別
者
集
団
に
対
す
る
差
別
の
問
題
と
し
て
構
成

す
る
よ
り
︑
彼
ら
に
否
定
さ
れ
て
い
る
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
す
べ
て
の
合
衆
国
市
民
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
﹁
普
遍
的
な
権
利
﹂
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
こ
と
で
こ
そ
︑
彼
ら
の
市﹅

民﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

対﹅

等﹅

な﹅

地﹅

位﹅

が
確
保
さ
れ
る
と
考
え
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
(203
)
︒
つ
ま
り
︑
平
等
保
護

条
項
の
単
な
る
援
用
で
は
埋
め
ら
れ
な
い
何﹅

か﹅

と
は
︑
す
べ
て
の
合
衆
国
市
民
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
﹁
普
遍
的
な
権
利
﹂
を
享
受
す
る
対﹅

等﹅

な﹅

地﹅

位﹅

に
他
な
ら
な
い
︒︽
婚
姻
制
度
を
異
性
間
の
み
な
ら
ず
同
性
間
に
も
拡
張
し
て
設
定
す
る
義
務
が
立
法
者
に
あ
る
︾
と
い
う
命
題
を

導
く
た
め
に
は
︑︽﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂︑
す
な
わ
ち
︑﹁
合
衆
国
市
民
と
し
て
の
対
等
な
地
位
﹂
に
付
随
す
る
権
利
で
あ

る
︾
と
い
う
命
題
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
O
bergefell
判
決
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
︑
日
本
国
憲
法
解
釈
に
お
け
る
同

性
婚
保
護
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
﹁
尊
厳
﹂
を
密
接
不
可
分
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
法
廷
意
見
の
こ
の
よ
う
な
ロ

ジ
ッ
ク
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

以
上
︑
本
章
で
は
︑
O
bergefell
判
決
が
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
保
護
す
る
に
あ
た
っ
て
援
用
し
た
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
い
う
観

念
の
意
味
と
射
程
に
関
し
て
考
察
を
加
え
て
き
た
︒
次
章
で
は
︑
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
︑
こ
の
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
を
め
ぐ
る

議
論
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
が
日
本
国
憲
法
下
で
同
性
婚
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
如
何
ほ
ど
の
意
義
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察

す
る
︒
も
っ
と
も
︑
本
稿
に
残
さ
れ
た
紙
幅
の
都
合
上
︑
日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
に
お
い
て
同
性
婚
の
保
護
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
議
論
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の
す
べ
て
を
こ
こ
で
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
以
下
で
は
︑
そ
の
検
討
の
中
心
を
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
日
本
国
憲
法
典
と
い
う

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
︵
第
三
章
：
第
一
節
︶
︑
ま
た
︑
同
性
婚
に
関

す
る
法
制
度
が
存
在
し
な
い
日
本
の
現
状
に
お
い
て
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
は
︑
同
性
愛
者
や
彼
ら
の
家
族
に
対
す
る
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
意
味

す
る
の
か
︵
第
三
章
：
第
二
節
︶
︑
こ
の
二
つ
の
論
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

(90
)
Laurence
H
.
T
ribe,
E
qual
D
ignity
:
Speaking
its
N
am
e,
129
H
A
R
V
.
L.
RE
V
.
F
.16,17
(2015)﹇
hereinafter
T
ribe,
E
qual
D
ignity﹈.

(91
)
T
ribe,
E
qual
D
ignity,
supra
note
90,
at
30
(em
phasis
in
original).

(92
)
T
ribe,
E
qual
D
ignity,
supra
note
90,
at
17.
See
also,
Laurence
H
.
T
ribe,
T
aking
T
ext
and
Structure
Seriously
:
R
eflection
on
Free-Form

M
ethod
in
C
onstitutional
Interpretation,108
H
A
R
V
.L.RE
V
.1221
(1995)﹇
hereinafter
T
ribe,T
aking
T
ext
and
Structure
Seriously﹈;Laurence
H
.

T
ribe,A
M
E
R
IC
A
N
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L
L
A
W
,(3d
ed.2000)
﹇
hereinafter
T
ribe,A
m
erican
C
onstitutional
L
aw
3d
﹈;Laurence
H
.T
ribe,L
aw
rence
v.

T
exas:
T
he
“Fundam
ental
R
ight”
T
hat
D
are
N
ot
Speak
Its
N
am
e,117
H
A
R
V
.
L.
RE
V
.1894
(2004)﹇
hereinafter
T
ribe,
L
aw
rence
v.
T
exas﹈;

Laurence
H
.
T
ribe,
T
he
Invisible
C
onstitution
(2008)﹇
hereinafter
T
ribe,
Invisible
C
onstitution
﹈.
ま
た
︑
T
ribe
の
憲
法
解
釈
方
法
論
︑
と
り
わ
け
︑
彼

が
提
唱
す
る
﹁
憲
法
の
構
造
的
解
釈
﹂
に
つ
い
て
︑
K
erm
it
R
oosevelt,
B
ook
R
eview
:
T
he
Individual
C
onstitution,
F
aculty
Scholarship,
Paper
286

(2009),
平
地
秀
哉
﹁
ロ
ー
レ
ン
ス
・
Ｈ
・
ト
ラ
イ
ブ
﹂
﹃
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
群
像

理
論
家
編
﹄︵
尚
学
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
七
七
頁
以
下
を
参
照
︒

(93
)
T
ribe,T
aking
T
ext
and
Structure
Seriously,
supra
note
92,at
1236.
ま
た
︑
T
ribe
は
︑
別
の
著
作
で
︑﹁
見
え
な
い
憲
法
︵
the
invisible
C
onstitution
︶
﹂

の
﹁
一
定
不
変
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
﹂
を
﹁
合
衆
国
憲
法
の
全
体
的
な
形
状
と
構
造
を
決
定
す
る
枠
組
・
様
式
・
支
え
・
ア
ー
チ
・
要
石
・
そ
の
他
基
礎
単
位
﹂
で
あ
る
と

定
義
し
て
い
る
︵
T
ribe,
Invisible
C
onstitution,
supra
note
92,
at
54︶︒
平
地
・
前
掲
注
(92
︶︑
八
七
頁
も
参
照
︒

(94
)
O
bergefell,135
S.
C
t.
at
2616
(R
oberts,
C
.J.,
dissenting).

(95
)
T
ribe,E
qual
D
ignity,
supra
note
90,at
21.
同
論
文
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
憲
法
修
正
の
背
景
と
な
る
歴
史
的
経
緯
の
参
照
を
﹁
構
造
的
解
釈
﹂
の
一
手
法
と
し
て

明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
以
前
の

T
ribe
自
身
に
よ
る
論
考
の
な
か
で
︑
条
文
制
定
時
の
歴
史
的
背
景
を
前
提
に
︑
テ
ク
ス
ト
の
意
味
内
容
を
理
解
す
る

こ
と
が
︑
﹁
最
も
納
得
の
い
く
法
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
合
衆
国
憲
法
典
の
読
み
方
﹂
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
︵
T
ribe,
T
aking
T
ext
and
Structure

Seriously,
supra
note
90,at
1244
︶
︒
し
た
が
っ
て
︑
E
qual
D
ignity
論
文
の
時
点
に
お
い
て
も
︑
憲
法
修
正
の
歴
史
的
経
緯
の
参
照
は
︑
そ
れ
が
条
文
が
前
提
と
す

る
憲
法
の
﹁
構
造
﹂
や
﹁
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
﹂
の
性
格
を
理
解
す
る
の
に
資
す
る
と
い
う
点
で
︑
T
ribe
の
﹁
構
造
的
解
釈
﹂
の
一
手
法
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
See,

also,
T
ribe,
A
m
erican
C
onstitutional
L
aw
3d,
supra
note
92,
at
47-70.

ま
た
︑
本
文
で
筆
者
は
︑
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
射
程
を
﹁
反
従
属
原
理
﹂
を
用
い
て
説
明
す
る

Y
oshino
の
見
解
と
﹁
構
造
的
解
釈
﹂
を
用
い
て
説
明
す
る

T
ribe
の
見
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解
と
を
対
比
さ
せ
る
か
た
ち
で
論
じ
て
い
る
が
︑
前
者
の
﹁
反
従
属
的
原
理
﹂
も
︑
歴
史
的
に
従
属
的
な
地
位
に
置
か
れ
て
き
た
黒
人
に
対
す
る
差
別
の
撤
廃
と
い
う
修
正

一
四
条
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
導
か
れ
る
一
種
の
﹁
構
造
的
解
釈
﹂
で
あ
る
と
言
え
る
し
︑
後
者
の

T
ribe
も
︑
か
つ
て
自
説
と
し
て
﹁
反
従
属
原
理
﹂
に
基
づ
く
修
正
一

四
条
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
た
︵
Laurence
T
ribe,A
M
E
R
IC
A
N
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L
L
A
W

1515-1520
(2d
ed.1998)︶︒
も
っ
と
も
︑
O
bergefell
判
決
評
釈
の
時

点
に
お
い
て
︑
T
ribe
は
︑
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
規
範
的
要
請
は
︑﹁
反
従
属
原
理
﹂
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
︑
過
去
に
従
属
的
な
地
位
に
置
か
れ
て
き
た
集
団
へ
の
差
別
の

撤
廃
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
︑
現
在
も
な
お
継
続
中
の
基
本
的
権
利
と
平
等
の
意
味
に
関
す
る
憲
法
的
な
対
話
の
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
T
ribe
の
考
え
る
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
は
︑
Y
oshino
以
上
に
ヨ
リ
広
範
な
意
義
と
射
程
を
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
理
由
で
︑
筆
者
は
両
者
の
見

解
を
異
な
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
︒

(96
)
Id,
at
28.

(97
)
Id,
at
21.

(98
)
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
起
草
者
で
あ
る
T
hom
as
Jefferson
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
初
代
大
統
領
G
eorge
W
ashington
ら
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
建
国
の
父
祖
た
ち
﹂
が
︑
黒

人
奴
隷
の
所
有
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
See,
e.
g.,A
nnette
G
ordon-R
eed,A
m
erica’s
O
riginal
Sin
:
Slavery
and
the
L
egacy
of
W
hite

Suprem
acy,
F
oreign
A
ff.,
Jan.1,2018,
at
2.
独
立
宣
言
が
想
定
す
る
﹁
平
等
に
創
ら
れ
︑
創
造
主
に
よ
っ
て
一
定
の
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
を
賦
与
さ
れ

た
﹂
﹁
す
べ
て
の
人
﹂
の
な
か
に
は
︑
黒
人
奴
隷
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑﹁
建
国
の
父
祖
た
ち
﹂
の
な
か
に
は
︑
将
来
的
に
奴
隷
制
度
を
廃
止

す
る
意
向
を
示
し
て
い
た
者
も
お
り
︑
そ
れ
故
︑
合
衆
国
憲
法
に
お
け
る
奴
隷
制
度
の
黙
認
は
︑
合
衆
国
憲
法
の
起
草
に
際
し
て
︑
奴
隷
制
度
の
維
持
に
固
執
す
る
南
部
諸

州
か
ら
の
憲
法
草
案
へ
の
支
持
を
取
り
付
け
る
た
め
の
妥
協
の
産
物
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
合
衆
国
憲
法
制
定
時
に
お
け
る
奴
隷
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
︑
阿
川

尚
之
﹃
憲
法
で
読
む
ア
メ
リ
カ
史
︵
全
︶
﹄
︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一
三
年
︶
一
一
一
頁
以
下
を
参
照
︒
ま
た
︑﹁
独
立
宣
言
は
贖
罪
︵
redem
ption
︶
の
予
言
で
あ

る
﹂
と
す
る

Jack
M
.
B
alkin
も
︑
修
正
一
四
条
制
定
の
背
景
に
合
衆
国
の
﹁
原
罪
﹂
を
看
取
す
る
論
者
の
一
人
で
あ
ろ
う
︵
江
藤
祥
平
﹁
書
評
﹂
国
家
学
会
雑
誌
一
二

四
巻
一
一
号
・
一
二
号
︵
二
〇
一
一
年
︶
九
七
〇
頁
を
参
照
︶
︒

(99
)
Jam
es
Q
.W
hitm
an,O
n
N
azi
‘H
onour’
and
the
N
ew
E
uropean
‘D
ignity’,
IN
D
A
R
K
E
R
LE
G
A
C
IE
S
O
F
LA
W

IN
EU
R
O
PE
244
(C
hristian
Joerges
&

N
avraj
Singh
G
haleigh
eds.,2003)﹇
hereinafter
W
hitm
an,O
n
N
azi
‘H
onour’﹈
(em
phasis
in
original).W
hitm
an
の
﹁
尊
厳
﹂
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て

は
︑
蟻
川
恒
正
﹃
尊
厳
と
身
分
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︶
三
頁
以
下
も
参
照
︒

(100
)
Id,
at
265
(em
phasis
added).

(101
)
Id,
at
243-245,265-266.

(102
)
蟻
川
・
前
掲
注
(
99
︶
︑
九
頁
︑
一
五
頁
︒
同
一
五
頁
に
お
い
て
︑
蟻
川
は
︑
W
hitm
an
の
﹁
尊
厳
﹂
に
関
す
る
分
析
の
﹁
自
然
な
帰
結
﹂
と
し
て
︑﹁﹃
尊
厳
﹄
が
﹃
高

い
身
分
﹄
な
い
し
﹃
公
職
﹄
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
歴
史
を
有
す
る
の
は
排
他
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
で
あ
っ
て
︑
こ
の
歴
史
段
階
を
自
国
史
に
持
た
な
い
ア

メ
リ
カ
に
は
普
遍
化
︵
﹃
人
口
の
全
て
の
部
門
に
拡
張
﹄
︶
さ
れ
る
べ
き
﹃
尊
厳
﹄
の
観
念
が
そ
も
そ
も
存
せ
ず
︑
し
た
が
っ
て
︑﹃
尊
厳
﹄
の
観
念
の
普
遍
化
と
い
う
命
題
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を
一
般
命
題
化
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
離
れ
て
適
用
︶
す
る
こ
と
は
歴
史
学
的
誤
謬
を
犯
す
も
の
で
あ
る
﹂
と
の
見
解
が
導
か
れ
る
と
す
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
筆
者
は
︑
本

文
で
も
後
述
の
と
お
り
︑
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
を
﹁
人
口
の
全
て
の
部
門
﹂︑
す
な
わ
ち
︑﹁
す
べ
て
の
﹃
ド
イ
ツ
人
﹄﹂
に
拡
張
す
る
た
め
に
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
が
行
っ
た
人
種
差

別
主
義
的
な
諸
立
法
の
多
く
が
︑
部
分
的
に
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
人
種
法
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
と
の
近
時
の

W
hitm
an
自
身
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
︑
必
ず
し
も
︑

W
hitm
an
自
身
が
︑
﹁
﹃
尊
厳
﹄
の
観
念
の
普
遍
化
と
い
う
命
題
を
一
般
命
題
化
﹂
す
る
こ
と
を
﹁
歴
史
学
的
誤
謬
﹂
と
ま
で
強
く
非
難
す
る
も
の
と
は
思
わ
な
い
︒

W
hitm
an
は
︑
あ
く
ま
で
︑
﹁
尊
厳
﹂
の
﹁
人
口
の
全
て
の
部
門
﹂
に
対
す
る
拡
張
を
﹁
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
反
動
﹂
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
︑
﹁
現
代
の
尊
厳
の
法
理
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
接
近
し
て
い
く
と
︑
尊
厳
が
反
ナ
チ
の
尊
厳
︵
anti-N
azi
dignity
︶
を
意
味
す
る
の
は
真
で
あ
る
﹂
と

も
述
べ
て
い
る
︵
W
hitm
an,O
n
N
azi
‘H
onour̓,
supra
note
99,at
266︶︒﹁
尊
厳
﹂
を
﹁
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
反
動
﹂
と
し
て
の
み
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
指

摘
は
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
﹁
名
誉
﹂
の
規
範
︑
ま
た
は
︑
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
が
﹁
人
口
の
全
て
の
部
門
﹂
に
拡
張
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
︑
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
が
果
た
し
た
歴
史
的
な

業
績
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
促
す
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(103
)
Jam
es
Q
.W
hitm
an,H
IT
L
E
R
S̓
A
M
E
R
IC
A
N
M
O
D
E
L
:
T
H
E
U
N
IT
E
D
ST
A
T
E
S
A
N
D
T
H
E
M
A
K
IN
G

O
F
N
A
ZI
R
A
C
E
L
A
W

(2017)︵
西
川
美
樹
訳
﹃
ヒ
ト

ラ
ー
の
モ
デ
ル
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た

法
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
﹁
純
潔
の
追
求
﹂﹄︵
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︶︶﹇
hereinafter
W
hitm
an,
H
itler’s
A
m
erican

M
odel﹈.

(104
)
W
hitm
an,
H
itler̓s
A
m
erican
M
odel,
supra
note
103,
at
2,140-142︵﹃
ヒ
ト
ラ
ー
の
モ
デ
ル
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た
﹄
一
○
頁
︑
一
五
三
-
一
五
五
頁
︶.
See,

also.,W
hitm
an,O
n
N
azi
‘H
onour',
supra
note
99,at
265-266︵﹁
ナ
チ
ズ
ム
の
最
悪
の
恐
怖
は
︑
ナ
チ
ス
が
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
﹃
ド
イ
ツ
人
﹄
の
尊

厳
に
関
す
る
法
の
創
出
と
ま
っ
た
く
矛
盾
し
な
い
︒
﹃
ド
イ
ツ
人
﹄
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
高
い
身
分
の
人
で
あ
る
と
す
る
に
は
︑
低
い
身
分
の
者
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
際
に

は
︑
極
め
て
低
い
身
分
の
者
か
ら
成
る
新
た
な
階
級
を
定
義
す
る
と
い
う
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂︶.

(105
)
W
hitm
an,
H
itler̓s
A
m
erican
M
odel,
supra
note
103,
at
12-13︵﹃
ヒ
ト
ラ
ー
の
モ
デ
ル
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た
﹄
二
一
頁
︵
訳
は
一
部
変
更
︶︶.

(106
)
Id,
at
2
︵
﹃
ヒ
ト
ラ
ー
の
モ
デ
ル
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た
﹄
一
〇
頁
︶.

(107
)
Id,
at
142
︵
﹃
ヒ
ト
ラ
ー
の
モ
デ
ル
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た
﹄
一
五
六
頁
︶.

(108
)
Id,
at
140-141
︵
﹃
ヒ
ト
ラ
ー
の
モ
デ
ル
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た
﹄
一
五
三
-
一
五
四
頁
︶.

(109
)
527
U
.S.706
(1999).

(110
)
133
S.
C
t.2675
(2013).

(111
)
も
っ
と
も
︑
W
indsor
判
決
で
︑
法
廷
意
見
は
﹁
こ
の
よ
う
な
州
の
権
限
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
介
入
が
︑
連
邦
制
に
お
け
る
連
邦
と
州
の
均
衡
を
乱
す
と
い
う
理
由

で
︑
そ
の
介
入
が
憲
法
違
反
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
︒
連
邦
主
義
の
原
理
と
は
異
な
る
理
由
で
︑
婚
姻
関
係
を
定
義
す
る
州
の
権
限
が
本
件
の
議
論
の
中

心
に
な
る
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︵
Id,
at
2692
︶
︒
連
邦
主
義
と
い
う
統
治
の
構
造
原
理
を
前
提
と
せ
ず
に
︑
な
ぜ
州
の
権
限
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
介
入
が
問
題
と
な
り

得
る
の
か
︑
法
廷
意
見
の
記
述
か
ら
は
容
易
に
理
解
し
難
い
︒
こ
の
法
廷
意
見
の
立
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
に
続
く
以
下
の
印
象
的
な
行
論
も
併
せ
て
読
ま
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
︒

﹁
本
件
に
お
い
て
︑
こ
の
よ
う
な
人
的
集
団
︹
＝
州
が
婚
姻
関
係
に
あ
る
と
定
義
し
た
類
型
に
属
す
る
人
々
︺
に
婚
姻
す
る
権
利
を
与
え
る
と
い
う
州
の
決
定
は
︑
そ

の
集
団
に
属
す
る
人
々
に
︑
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
つ
尊﹅

厳﹅

と﹅

身﹅

分﹅

︵
dignity
and
status︶
を
付
与
す
る
︒
州
が
︑
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
︑
婚
姻

関
係
を
定
義
す
る
と
い
う
歴
史
的
か
つ
本
質
的
な
権
限
を
用
い
る
と
き
︑
そ
の
決
定
を
な
す
際
の
州
の
役
割
と
権
限
は
︑
そ
の
人
々
が
属
す
る
共
同
体
に
お
い
て
︑
そ

の
集
団
の
承
認
︑
尊
厳
︑
保
護
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂︵
Id
︶︒

﹁
婚
姻
防
衛
法
制
定
の
経
緯
と
そ
の
制
定
法
自
体
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
同﹅

性﹅

間﹅

の﹅

婚﹅

姻﹅

が﹅

有﹅

す﹅

る﹅

対﹅

等﹅

な﹅

尊﹅

厳﹅

︑
州﹅

が﹅

そ﹅

の﹅

主﹅

権﹅

を﹅

行﹅

使﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

で﹅

与﹅

え﹅

ら﹅

れ﹅

た﹅

尊﹅

厳﹅

に
対
す
る
侵
害
が
︑
連
邦
法
が
有
す
る
付
随
的
な
効
果
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
﹂︵
Id,at
2693︶︹
以
上
︑
引
用
文
中
の
傍
点
は
す
べ
て
筆
者
︺
︒

以
上
の
行
論
か
ら
は
︑
︽
州
の
権
限
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
介
入
︾
が
︑︽
州
が
婚
姻
関
係
に
あ
る
と
認
定
し
た
人
々
の
尊
厳
に
対
す
る
侵
害
︾
へ
と
巧
み
に
言
い
換
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
最
終
的
に
︑
法
廷
意
見
が
本
件
を
修
正
五
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
﹁
自
由
﹂
ま
た
は
﹁
法
の
平
等
な
保
護
﹂
の
問

題
だ
と
構
成
し
得
た
の
も
︑
こ
の
よ
う
な
︽
連
邦
と
州
の
間
の
権
限
分
配
の
問
題
︾
か
ら
︽
個
人
の
尊
厳
の
問
題
︾
へ
と
論
点
を
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
限
り
で
︑
W
indsor
判
決
は
︑
単
刀
直
入
に
個
人
の
自
由
と
平
等
を
問
題
と
す
べ
き
だ
っ
た
と
も
言
え
な
く
も
な
い
が
︑
そ
の
点
に
関
し
て
は
︑

学
説
の
中
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
See,
e.
g.,H
eather
K
.G
erken,Lecture,W
indsor̓s
M
ad
G
enius:
T
he
Interlocking
G
ears
of
R
ights

and
Structure,95
B
.U
.L.
RE
V
.587,
especially
592,
note
26
(2015).

(112
)
A
lden,527
U
.S.715.

(113
)
こ
の
州
の
﹁
尊
厳
﹂
と
い
う
観
念
は
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の

W
illiam
R
ehnquist
を
長
官
と
す
る

the
R
ehnquist
C
ourt
で
︑
通
商
条
項
や
再
建
権
限
︵
the

R
econstruction
Pow
er︶
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
立
法
に
制
約
を
課
す
た
め
の
論
拠
と
し
て
頻
繁
に
援
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
学
説
に
お
い
て
は
︑

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
州
の
﹁
尊
厳
﹂
が
語
ら
れ
る
際
︑
そ
こ
で
の
﹁
尊
厳
﹂
は
︑
し
ば
し
ば
︑
進
歩
的
な
連
邦
議
会
の
立
法
を
抑
制
す
る
保
守
的
な
観
念
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
の
﹁
尊
厳
﹂
が
︑
す
べ
て
の
州
の
対
等
な
処
遇
を
連
邦
議
会
に
求
め
︑
ま
た
︑
諸
州
を
別
異
に
取
扱
う
場
合
に
︑
そ
の
強
力
な
正
当
化
根
拠
を
有

し
て
い
る
こ
と
を
連
邦
議
会
に
義
務
付
け
る
こ
と
か
ら
︑
諸
州
の
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
も
称
さ
れ
る
︒
See,
Joseph
F
ishkin,T
he
D
ignity
of
the
South,123
Y
A
LE

L.J.
O
N
LIN
E
176,187
(2013).

(114
)
T
ribe,
E
qual
D
ignity,
supra
note
90,
at
22.
﹁
権
力
的
制
度
体
︵
pow
erful
institution
︶﹂
の
訳
語
は
︑
山
本
・
前
掲
注
(64
︶︑
二
三
四
頁
を
参
考
に
し
た
︒

(115
)
Id,
at
21-22.

(116
)
Id,
at
28-29
(em
phasis
in
original).
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(117
)
Id,at
29
︵
﹁
連
邦
や
州
の
裁
判
官
を
含
め
た
国
中
の
人
々
は
︑︹
W
indsor
判
決
の
後
︺
急
速
に
︑
K
ennedy
判
事
が
対
等
な
尊
厳
を
最
初
に
そ
の
中
に
位
置
づ
け
た
と

こ
ろ
の
連
邦
主
義
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
は
︑
対
等
な
尊
厳
が
永
久
的
に
抑
制
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂︶.

(118
)
O
bergefell
判
決
に
お
い
て
反
対
意
見
を
執
筆
し
た

R
oberts
長
官
や

Scalia
判
事
な
ど
の
保
守
派
判
事
ら
の
見
解
の
な
か
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
連
邦
主
義
理
解
が
色
濃

く
表
れ
て
い
る
︒

(119
)
See,
F
ishkin,
supra
note
113,
at
185.

(120
)
修
正
一
四
条
の
成
立
が
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
を
﹁
統
治
の
法
︑
客
観
法
と
し
て
の
憲
法
﹂
か
ら
︑﹁
権
利
の
法
と
し
て
の
憲
法
﹂
へ
と
変
化
さ
せ
る
転
機
と
な
っ
た

こ
と
を
︑
ア
メ
リ
カ
憲
法
史
の
観
点
か
ら
的
確
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
清
水
潤
﹁
コ
モ
ン
・
ロ
ー
︑
憲
法
︑
自
由

一
九
世
紀
後
期
ア
メ
リ
カ
法
理
論
と

Lochner

判
決

⑵
﹂
中
央
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
一
四
巻
第
二
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
一
〇
三
頁
以
下
を
参
照
︒

(121
)
修
正
一
三
条
第
二
節
︑
修
正
一
四
条
第
五
節
︑
修
正
一
五
条
第
二
節
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
︵﹁
合
衆
国
議
会
は
︑
適
切
な
立
法
に
よ
り
︑
本
条
を
執
行
す
る
権
限
を
有
す
る
﹂

︵
高
橋
和
之
編
﹃
新
版

世
界
憲
法
集

第
二
版
﹄
︵
岩
波
文
庫
︑
二
〇
一
二
年
︶
八
一
-
八
四
頁
︹
土
井
真
一
訳
︺︶︶︒

(122
)
O
bergefell,135
S.
C
t.
at
2608.

(123
)
M
urray,
supra
note
89,
at
1210.

(124
)
T
ribe,
E
qual
D
ignity,
supra
note
90,
at
30.

(125
)
Id,
at
30
(em
phasis
in
original).

(126
)
319
U
.S.624
(1943).

(127
)
T
ribe,
E
qual
D
ignity,
supra
note
90,
at
26.

(128
)
蟻
川
恒
正
﹃
憲
法
的
思
惟

ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
け
る
﹁
自
然
﹂
と
﹁
知
識
﹂﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︶︒

(129
)
蟻
川
・
前
掲
注
(128
︶
︑
特
に
﹁
第
二
章

差
異
と
非
区
別
﹂
七
三
頁
以
下
を
参
照
︒
B
arnette
判
決
が
普
遍
的
な
﹁
個
人
﹂
を
折
出
す
る
た
め
に
訴
訟
当
事
者
の
属
性
で

あ
る
﹁
エ
ホ
ヴ
ア
の
証
人
﹂
と
い
う
実
体
性
を
削
ぎ
落
と
し
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
︑
近
代
立
憲
主
義
を
化
石
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
江
藤
祥
平
に
よ
る
批
判
が
あ
る

︵
江
藤
祥
平
﹃
近
代
立
憲
主
義
と
他
者
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︶
四
〇
頁
︶︒
江
藤
に
よ
る
と
︑
近
代
立
憲
主
義
を
駆
動
さ
せ
る
た
め
の
活
力
の
源
泉
が
宗
教
を
は
じ

め
と
す
る
﹁
象
徴
的
世
界
﹂
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
点
に

B
arnette
判
決
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
︵
六
〇
-
六
七
頁
︶︒
こ
の
こ
と
が
︑

同
判
決
に
お
け
る
﹁
他
者
の
不
在
﹂
を
意
味
す
る
と
い
う
︒
本
文
で
も
後
述
す
る
よ
う
に
︑
仮
に

O
bergefell
判
決
が

B
arnette
判
決
と
同
様
に
普
遍
的
な
﹁
個
人
﹂
の

﹁
自
由
﹂
一
般
を
思
考
し
て
い
た
と
解
す
る
な
ら
ば
︑
﹁
他
者
の
不
在
﹂
を
論
難
す
る
江
藤
の
批
判
に
正
面
か
ら
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

(130
)
蟻
川
・
前
掲
注
(128
︶
︑
三
一
五
-
三
一
六
頁
を
参
照
︒

(131
)
蟻
川
・
前
掲
注
(128
︶
︑
九
一
-
九
二
頁
を
参
照
︒

(132
)
T
ribe,
E
qual
D
ignity,
supra
note
90,
at
26.
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(133
)
Id,
at
30.

(134
)
Id,
at
31-32.

(135
)
法
律
婚
制
度
に
対
し
て
は
︑
し
ば
し
ば
政
治
哲
学
・
法
哲
学
の
立
場
か
ら
婚
姻
を
特
権
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
き
た
︒
英
米
の
政
治
哲
学
・
法
哲

学
に
お
け
る
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
︑
M
artha
A
.F
inem
an,T
H
E
A
U
T
O
N
O
M
Y
M
Y
T
H
:
A
T
H
E
O
R
Y
O
F
D
E
P
E
N
D
E
N
C
Y
(2004)(穐
田
信
子
・
速
水
葉
子
訳

﹃
ケ
ア
の
絆

自
律
神
話
を
超
え
て
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︶︶;
T
am
ara
M
etz,
U
N
T
Y
IN
G

T
H
E
K
N
O
T
:
M
A
R
R
IA
G
E
,
T
H
E
ST
A
T
E
,
A
N
D
T
H
E
C
A
SE

FO
R
T
H
E
IR
D
IV
O
R
C
E
(2010)﹇
hereinafter
:M
etz,U
ntying
the
K
not﹈;E
lizabeth
B
rake,M
IN
IM
IZIN
G
M
A
R
R
IA
G
E
:
M
A
R
R
IA
G
E
,
M
O
R
A
L
IT
Y
,
A
N
T
T
H
E

L
A
W

(2012)﹇
hereinafter
:
B
rake,
M
inim
izing
M
arriage﹈
が
あ
る
︒
日
本
に
お
い
て
︑
正
義
論
の
観
点
か
ら
婚
姻
制
度
の
廃
止
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
︑
野
崎

綾
子
﹃
正
義
・
家
族
・
法
の
構
造
転
換

リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
再
定
位
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑
森
悠
一
郎
﹁
関
係
の
対
等
性
と
正
義

平
等
主
義

的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
再
定
位
︵
四
︶
﹂
法
学
協
会
雑
誌
一
三
三
巻
第
一
一
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
八
二
-
八
六
頁
︑
松
田
和
樹
﹁
同
性
婚
か
？
あ
る
い
は
婚
姻
制
度
廃
止
か
？

正
義
と
承
認
を
め
ぐ
る
ア
ポ
リ
ア

﹂
国
家
学
会
雑
誌
一
三
一
巻
五
・
六
号
︵
二
〇
一
八
年
︶
一
頁
以
下
を
参
照
︒
と
り
わ
け
︑
松
田
と
筆
者
は
︑
以
下
本
文
で
採
り

上
げ
る
Stephen
M
acedo
の
見
解
に
対
し
て
︑
対
照
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
︒

(136
)
も
っ
と
も
︑
樋
口
陽
一
は
︑
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
を
明
記
し
た
日
本
国
憲
法
二
四
条
に
関
し
て
︑﹁
家
族
の
問
題
に
つ
い
て
﹃
個
人
﹄
を
徹
底
的
に
つ
ら
ぬ
こ
う
と
す
れ
ば
﹂
︑

そ
れ
が
﹁
家
族
解
体
の
論
理
を
も
含
意
し
た
も
の
﹂
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
︵
樋
口
陽
一
﹃
憲
法
︹
第
三
版
︺﹄︵
創
文
社
︑
二
〇
○
七
年
︶
二
七
八
頁
︶
︒
ま
た
︑

こ
の
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
原
理
が
持
つ
家
族
解
体
の
論
理
を
解
釈
論
と
し
て
突
き
詰
め
た
学
説
と
し
て
︑
安
念
潤
司
﹁
家
族
形
成
と
自
己
決
定
﹂
岩
村
正
彦
ほ
か
編
﹃
岩
波
講

座

現
代
の
法
14

自
己
決
定
権
と
法
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︶
一
三
五
頁
以
下
︑
同
﹁﹃
人
間
の
尊
厳
﹄
と
家
族
の
あ
り
方

﹃
契
約
的
家
族
観
﹄
再
論
﹂
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
二
二
二
号
︵
二
〇
〇
二
年
︶
二
一
頁
以
下
が
あ
る
︒

(137
)
Y
oshino
の
﹁
反
従
属
的
自
由
﹂
論
は
︑
こ
の
立
場
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
他
︑
婚
姻
制
度
を

John
R
aw
ls
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら

擁
護
す
る
も
の
と
し
て
︑
C
arlos
A
.
B
all,
T
H
E

M
O
R
A
L
IT
Y

O
F
G
A
Y

R
IG
H
T
S
:
A
N

E
X
P
L
O
R
A
T
IO
N

IN
P
O
L
IT
IC
A
L
P
H
IL
O
SO
P
H
Y

(2003);
M
acedo,
JU
ST

M
A
R
R
IE
D
,supra
note
63
;
金
野
美
奈
子
﹃
ロ
ー
ル
ズ
と
自
由
な
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

共
生
へ
の
対
話
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
六
年
︶
一
七
八
頁
以
下
︑
同
﹁
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
婚
姻
の
制
度
的
包
摂

別
氏
婚
・
同
性
婚
を
め
ぐ
る
公
共
的
理
性
﹂
東
京
女
子
大
学
社
会
学
年
報
第
四
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
一
三
頁
以
下
が
あ
る
︒

(138
)
拙
稿
﹁
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
可
能
性
︵
一
︶
﹂
法
学
論
叢
一
八
三
巻
一
号
︵
二
〇
一
八
年
︶
一
〇
八
頁
︒

(139
)
筆
者
の
立
場
が
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
平
等
︵
権
︶
﹂
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
と
異
な
る
こ
と
は
︑
拙
稿
・
前
掲
注
(138
︶︑
九
六
-
九
七
頁
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
こ

の
点
に
関
し
て
は
︑
Y
oshino
も
筆
者
と
同
様
の
立
場
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
︵
同
上
︑
一
一
八
-
一
二
一
頁
︶︒

(140
)
善
き
生
の
構
想
に
関
す
る
各
人
の
自
律
的
な
判
断
の
尊
重
を
重
視
す
る
思
想
伝
統
こ
そ
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
前
提
と
す
る
﹁
善
に

対
す
る
正
の
優
先
性
︵
the
prim
ary
of
justice
over
the
good
︶﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
︑﹁
善
き
生
の
追
求
よ
り
も
正
義
の
実
現
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
は

な
く
︑
人
々
に
と
っ
て
善
き
生
の
追
求
が
あ
ま
り
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
国
家
は
善
き
生
を
志
向
す
る
人
々
の
自
律
的
探
究
を
︑
従
っ
て
ま
た
善
き
生
の
解
釈
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の
多
元
的
分
化
を
尊
重
し
︑
多
様
な
善
き
生
の
探
求
を
可
能
に
す
る
基
盤
的
条
件
と
し
て
の
正
義
の
実
現
を
自
己
の
任
務
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
念
に
立
脚
す
る
﹂
も

の
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︒
井
上
達
夫
﹃
他
者
へ
の
自
由
﹄︵
創
文
社
︑
一
九
九
九
年
︶
一
二
頁
を
参
照
︒

(141
)
M
acedo,
JU
ST

M
A
R
R
IE
D
,
supra
note
63,
at
8-12,210-211.
See,
also,
Stephen
M
acedo,
L
IB
E
R
A
L

V
IR
T
U
E
S
:
C
IT
IZE
N
SH
IP
,
V
IR
T
U
E
,
A
N
D

C
O
M
M
U
N
IT
Y

IN
L
IB
E
R
A
L
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L
ISM

(1990)︵
小
川
仁
志
訳
﹃
リ
ベ
ラ
ル
な
徳

公
共
哲
学
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹄︵
風
行
社
︑
二
〇
一
四
年
︶︶

﹇
hereinafter
:
M
acedo,
L
iberal
V
irtues﹈.

(142
)
See,
John
R
aw
ls,
A
T
H
E
O
R
Y

O
F
JU
ST
IC
E
,
supra
note
84,
at
505︵
川
本
隆
史
他
訳
﹃
正
義
論

改
訂
版
﹄
六
六
一
頁
︶.

(143
)
M
acedo,
JU
ST

M
A
R
R
IE
D
,
supra
note
63,
at
34,84
;
Jam
es
E
.
F
lem
ing
&
Linda
C
.
M
cC
lain,
O
R
D
E
R
E
D
L
IB
E
R
T
Y
:
R
IG
H
T
S
,
R
E
SP
O
N
SIB
IL
IT
IE
S
,

A
N
D
V
IR
T
U
E
S
46,190
(2013).
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
︑
倫
理
的
に
中
立
的
な
国
家
像
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
誤
解
で

あ
る
と
い
う
︒
﹁
リ
ベ
ラ
ル
は
︑
そ
の
党
派
性
を
擁
護
す
べ
き
で
あ
っ
て
︑
回
避
し
て
は
な
ら
な
い
︒
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
︑
そ
れ
は
少
な
く
と
も
一
部

は
︑
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
道
理
お
よ
び
公
共
的
討
議
に
基
づ
く
正
当
化
の
優
越
性
の
故
で
あ
り
︑
理
性
的
な
人
々
︵
reasonable
people︶
は
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
尊
重
に
値

す
る
人
々
だ
か
ら
で
あ
る
﹂
︵
M
acedo,
L
iberal
V
irtues,
supra
note
141,
at
75︵﹃
リ
ベ
ラ
ル
な
徳
﹄
七
五
-
七
六
頁
︵
訳
は
一
部
変
更
︶︶︒

(144
)
M
etz,U
ntying
the
K
not,
supra
note
135,at
43
;B
rake,M
inim
izing
M
arriage,
supra
note
135,at
143
;Sonu
B
edi,B
E
Y
O
N
D
R
A
C
E
,
SE
X
,
A
N
D

SE
X
U
A
L
O
R
IE
N
T
A
T
IO
N
:
L
E
G
A
L
E
Q
U
A
L
IT
Y

W
IT
H
O
U
T

ID
E
N
T
IT
Y

ch.6
(2013).

(145
)
M
acedo,
Just
M
arried,
supra
note
63,
at
83
(em
phasis
in
original).

(146
)
R
aw
ls,
P
L
,
supra
note
84,
Lecture.
V
I.

(147
)
See,
e.
g.,
M
acedo,
L
iberal
V
irtues,
supra
note
141,
ch.2.

(148
)
R
aw
ls,P
L
,
supra
note
84,at
213-215.See,
also,John
R
aw
ls,T
he
Idea
of
P
ublic
R
eason
R
evisited,
in
P
L
,
supra
note
84,at
441-490︵
中
山
竜
一

訳
﹁
公
共
的
理
性
の
観
念
・
再
考
﹂
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
︹
中
山
竜
一
訳
︺﹃
万
民
の
法
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
︶
一
九
一
頁
以
下
︶.

(149
)
R
aw
ls,
P
L
,
supra
note
84,
at
223-224.
む
し
ろ
︑
政
治
的
構
想
の
﹁
探
求
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
な
し
で
は
︑﹁︹
基
礎
構
造
に
対
す
る
︺
正
義
の
実
体
的
原
理
は
適

用
で
き
ず
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
そ
の
政
治
的
構
想
は
不
完
全
で
脆
弱
な
も
の
と
な
る
﹂︵
Id.︶︒

(150
)
一
連
の
同
性
愛
・
同
性
婚
訴
訟
の
背
景
に
は
︑
﹁
家
族
の
価
値
︵
fam
ily
values︶﹂
を
め
ぐ
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
解
放
運
動
と
宗
教
右
派
の
反
対
運
動
の
熾
烈
な
政
治
的
対
立
が

存
在
す
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
小
泉
明
子
﹁
家
族
の
価
値
︵
fam
ily
values︶
と
は
な
に
か
㈠
㈡
﹂
法
学
論
叢
一
七
〇
巻
一
号
︵
二
〇
一
一
年
︶
六
二
頁
以
下
︑
二
号

︵
二
〇
一
一
年
︶
六
五
頁
以
下
︑
同
﹁
婚
姻
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
㈠
㈡
﹂
民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
二
号
︵
二
〇
〇
七
年
︶
二
七
頁
以
下
︑
三
号
︵
二
〇
〇
七
年
︶
三
四
頁
以
下

が
詳
し
い
︒

(151
)
﹁
公
共
的
正
当
化
﹂
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
議
論
枠
組
は
︑
公
共
的
討
議
か
ら
各
人
の
包
括
的
な
諸
教
説
に
基
づ
く
主
張
を
完
全
に
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は

な
く
︑
そ
の
主
張
を
自
己
と
は
異
な
る
世
界
観
を
抱
く
他
者
に
も
理
解
可
能
な
か
た
ち
で
理
由
付
け
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
公
共
的
正
当
化
と
は
︑
公
共
的
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視
点
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
わ
れ
わ
れ
の
包
括
的
な
見
解
の
内
部
か
ら
︑
す
べ
て
の
手
が
︑
わ
れ
わ
れ
が
理
に
適
っ
た
主
張
お
よ
び
妥
協
と
で
あ
る
と
み
な
す
も
の
に
よ
っ
て

部
分
的
に
決
定
さ
れ
る
建
設
的
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
﹂
︵
M
acedo,L
iberal
V
irtues,
supra
note
141,at
63︵﹃
リ
ベ
ラ
ル
な
徳
﹄
七
四
頁
︵
訳
は
一
部
変
更
︶︶
︒

も
っ
と
も
︑
R
aw
ls
が
自
ら
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
公
共
的
討
議
に
制
約
を
課
す
﹁
公
共
的
理
性
﹂
の
解
釈
に
は
二
通
り
の
考
え
方
が
あ
る
︒
ひ
と
つ
が
︑
包
括
的
諸
教
説

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
理
性
を
決
し
て
公
共
的
理
性
と
し
て
提
示
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
﹁
排
除
的
見
解
︵
exclusive
view
︶﹂
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
が
︑
一
定
の

状
況
下
で
︑
市
民
が
︑
公
共
的
理
性
の
理
想
を
強
化
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
︑
包
括
的
諸
教
説
に
由
来
す
る
政
治
的
価
値
の
基
礎
と
み
な
す
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
を
許
容

す
る
﹁
包
摂
的
見
解
︵
inclusive
view
︶
﹂
で
あ
る
︵
R
aw
ls,P
L
,
supra
note
84,at
247︶︒
上
述
の
M
acedo
の
﹁
公
共
的
理
性
﹂
は
︑
後
者
の
包
括
的
見
解
に
依
拠

す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

(152
)
M
acedo,
L
iberal
V
irtues,
supra
note
141,
at
69
︵
﹃
リ
ベ
ラ
ル
な
徳
﹄
七
○
頁
︵
訳
は
一
部
変
更
︶︶.

(153
)
M
acedo,
Just
M
arried,
supra
note
63,
at
91-92.

(154
)
Id,
at
91.

(155
)
Id,
at
91-92,105-108,136-138.

(156
)
Id,
at
136-138.

(157
)
婚
姻
制
度
を
廃
止
し
て
ヨ
リ
包
括
的
な
﹁
ケ
ア
関
係
﹂
の
も
と
で
制
度
設
計
を
行
う
べ
き
だ
と
主
張
す
る
論
者
と
し
て
︑
前
掲
注
(135
︶
で
触
れ
た

M
artha
A
.

F
inem
an
や
T
am
ara
M
etz
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
See,
Id,
at
7-8,131-138.

(158
)
Id,at
8-9,135,138.M
acedo
は
︑
単
婚
型
の
婚
姻
制
度
︵
m
onogam
ous
m
arriage︶
が
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
政
の
核
心
的
価
値
を
促
進
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒

す
な
わ
ち
︑
単
婚
制
︵
m
onogam
y
︶
は
︑
性
的
役
割
の
対
等
性
︵
gender
equality
︶
や
す
べ
て
の
市
民
が
婚
姻
や
家
庭
生
活
に
伴
う
重
大
な
善
を
追
求
す
る
公
正
な
機

会
を
含
む
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
的
市
民
に
関
係
す
る
基
本
的
な
諸
利
益
を
確
保
す
る
が
故
に
︑
そ
の
他
の
社
会
的
形
態
と
比
較
し
て
優
れ
た
形
態
で
あ
る
と
い
う
︵
Id,
at

9,84
︶
︒
ま
た
︑
M
acedo
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
単
婚
制
は
︑
二
人
の
配
偶
者
間
の
関
係
の
対
等
性
を
前
提
に
す
る
こ
と
か
ら
︑﹁
構
造
的
に
平
等
主
義
的
な
︵
structurally

egalitarian
︶
﹂
制
度
で
も
あ
る
︵
Id,at
187
︶
︒
こ
の
よ
う
に
︑
単
婚
制
が
︑
一
応
は
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
政
の
理
念
に
合
致
す
る
制
度
で
あ
る
と
言
え
る
以
上
︑
婚
姻
外

の
生
活
共
同
体
を
保
護
す
る
た
め
に
︑
婚
姻
制
度
を
廃
止
し
て
よ
り
包
括
的
な
制
度
設
計
を
行
う
べ
き
だ
と
す
る
政
策
が
︑
婚
姻
制
度
を
維
持
し
つ
つ
︑
追
加
的
に
婚
姻
外

の
生
活
共
同
体
の
保
護
を
図
る
政
策
よ
り
も
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
政
の
理
念
か
ら
し
て
必
ず
し
も
望
ま
し
い
政
策
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
︒

(159
)
Joseph
R
az,
T
H
E

M
O
R
A
L
IT
Y

O
F
FR
E
E
D
O
M

(1986)﹇
hereinafter
R
az,
M
F
﹈;
Joseph
R
az,
E
T
H
IC
S
IN
T
H
E

P
U
B
L
IC

D
O
M
A
IN
:
E
SSA
Y
S
IN
T
H
E

M
O
R
A
L
IT
Y
O
F
L
A
W

A
N
D
P
O
L
IT
IC
S
(rev.ed.1995).See,
also,C
arlos
A
.B
all,M
oral
Foundations
for
a
D
iscourse
on
Sam
e-Sex
M
arriage
:
L
ooking

B
eyond
P
olitical
L
iberalism
,
85
GE
O
.
L.J.1871
﹇
hereinafter
B
all,
M
oral
Foundations﹈.

(160
)
R
az
の
卓
越
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
整
理
と
し
て
︑
B
all,M
oral
Foundation,
supra
note
159,at
1920-1930；

小
泉
良
幸
﹃
リ
ベ
ラ
ル
な
共
同
体

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
政
治
・
道
徳
理
論
﹄
︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
六
一
頁
以
下
︑
同
﹃
個
人
と
し
て
の
尊
重

﹃
わ
れ
ら
国
民
の
ゆ
く
え
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
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六
年
︶
七
六
-
八
四
頁
︑
濱
真
一
郎
﹁
自
律
へ
の
権
利
は
存
在
す
る
の
か
﹂
法
律
時
報
七
五
巻
八
号
︵
二
○
○
三
年
︶
六
頁
以
下
︑
同
﹃
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論

多
元
論

的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
﹄
︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
○
八
年
︶
一
○
八
-
一
三
○
頁
を
参
照
︒

(161
)
R
az,M
F,
supra
note
159,at
369
︵
﹁
自
律
的
な
個
人
は
︑
自
ら
の
人
生
の
︵
部
分
的
な
︶
作
者
で
あ
る
︒
個
人
の
自
律
の
理
想
は
︑
あ
る
程
度
︑
自
ら
の
運
命
を
統

制
し
︑
そ
の
生
の
過
程
を
通
じ
た
一
連
の
決
定
に
よ
っ
て
︑
自
ら
の
運
命
を
形
作
る
人
間
像
に
あ
る
﹂︶.R
az
に
と
っ
て
︑﹁
自
ら
の
人
生
の
︵
部
分
的
な
︶
作
者
で
あ
る
﹂

と
い
う
観
点
は
︑
﹁
自
律
﹂
の
意
味
の
一
部
を
構
成
す
る
に
過
ぎ
な
い
︒﹁
自
律
﹂
は
︑
こ
の
第
一
の
意
味
に
加
え
て
︑﹁
自
律
の
第
二
の
意
味
に
よ
れ
ば
︑
自
律
的
な
生
の

諸
条
件
が
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
人
は
自
律
的
で
あ
る
﹂︵
Id,
at
204︶︒
政
府
は
︑
市
民
に
対
し
て
︑
彼
ら
が
自
律
的
な
生
を
送
る
た
め
に
利
用
で
き
る
十
分
な

数
の
選
択
肢
を
提
供
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
︒

(162
)
Id,
at
415-418.﹁
政
府
に
は
︑
個
人
に
︑
選
択
肢
の
適
度
な
範
囲
と
そ
の
選
択
を
選
ぶ
諸
々
の
機
会
を
提
供
す
る
環
境
を
創
造
す
る
義
務
が
あ
る
︒
そ
の
義
務
は
︑
価

値
あ
る
人
格
的
な
生
を
送
る
人
々
の
利
益
に
由
来
す
る
︒
そ
の
義
務
の
不
履
行
は
︑
そ
の
義
務
が
利
益
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
者
に
危
害
を
与
え
る
︒
そ
れ
故
に
︑
そ
の
義

務
の
履
行
は
︑
危
害
原
理
と
矛
盾
し
な
い
﹂
︵
Id,
at
417-418
︶︒

(163
)
Id,
at
408.

(164
)
Id,
at
417.

(165
)
Id,
at
205-206.

(166
)
Id.
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
︑
Joseph
R
az,R
ight-based
M
orality,
in
T
H
E
O
R
IE
S
O
F
RIG
H
T
S
192-193
(Jerem
y
W
aldron
ed.,1984)︵
宇
佐
美
誠
訳
﹁
権
利
を
基

底
に
お
く
道
徳
﹂
森
際
康
友
編
﹃
自
由
と
権
利

政
治
哲
学
論
集
﹄
二
○
-
二
一
頁
︶
も
参
照
︒

(167
)
C
arlos
A
.B
all
は
︑
R
az
の
同
性
婚
に
関
す
る
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
て
︑
同
性
婚
承
認
の
た
め
の
ヨ
リ
積
極
的
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
︒﹁
も
し
同
性
婚
が
自
律
的

な
生
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
受
容
可
能
な
選
択
肢
の
範
囲
内
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
州
は
︑
あ
る
特
定
の
道
徳
的
な
善
︵
m
oral
good
︶︑
す
な
わ
ち
︑
自
律
的
な
生
の

送
り
方
︵
the
living
of
an
autonom
ous
life
︶
を
奨
励
し
促
進
す
る
一
手
段
と
し
て
︑
同
性
婚
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
﹂︵
B
all,
M
oral
Foundations,
supra
note

159,
at
1930
︶
︒
確
か
に
︑
R
az
は
︑
市
民
の
自
律
的
な
生
の
条
件
を
確
保
す
る
た
め
に
︑
政
府
は
︑
市
民
に
対
す
る
﹁
自
律
基
底
的
な
義
務
﹂
を
負
っ
て
い
る
と
述
べ
て

い
た
︒
し
か
し
︑
著
作
の
別
の
箇
所
で
は
︑
近
年
の
婚
姻
を
め
ぐ
る
変
化
お
よ
び
傾
向
や
︑
同
性
愛
者
の
家
族
が
社
会
に
定
着
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
︑﹁
よ
く
知
ら
れ

た
異
性
間
の
単
婚
家
族
に
新
た
な
選
択
肢
を
付
け
加
え
る
こ
と
の
裏
付
け
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︵
R
az,M
F,
supra
note
159,at
393︶
︒
卓
越

主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
同
性
婚
の
承
認
要
求
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る

B
all
の
主
張
は
魅
力
的
で
は
あ
る
も
の
の
︑
R
az
自
身
は
︑
政
府
が
負
う
﹁
自
律
基

底
的
な
義
務
﹂
か
ら
同
性
間
へ
の
婚
姻
制
度
の
拡
張
要
請
が
導
き
得
る
か
に
関
し
て
︑
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(168
)
Y
oshino,
N
ew
E
qual
P
rotection,
supra
note
76,
at
793-794.

(169
)
Id
(quoting
:F
R
E
E
D
O
M
T
O
M
A
R
R
Y
,http://w
w
w
.freedom
tom
arry.org
(w
ebsite
of
F
reedom
to
M
arry
A
ction
C
enter,a
flagship
organization

com
m
itted
to
securing
the
freedom
to
m
arry
for
sam
e-sex
couples)︵
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
八
年
三
月
二
二
日
︶.
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(170
)
こ
こ
で

Y
oshino
が
指
摘
す
る
﹁
自
由
﹂
の
共
感
的
理
解
︵
共
感
性
︶
は
︑
R
ichard
R
orty
が
政
治
的
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
用
い
る
﹁
連
帯
﹂
の
概
念
と
同
じ
響
き
を

有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
R
orty
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
︒
例
え
ば
︑
私
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
れ
ば
︑
同
じ
ア
メ
リ
カ
人
が
被
っ
て
い
る
﹁
苦
痛
や
辱
め

︵
pain
and
hum
iliation
︶
﹂
の
方
に
︑
﹁
マ
ニ
ラ
や
ダ
カ
ー
ル
の
ス
ラ
ム
﹂
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
︑
よ
り
大
き
な
関
心
を
い
だ
く
︒
と
い
う
の
も
︑﹁
私
た
ち
の
連
帯
の

感
覚
が
最
も
強
く
な
る
の
は
︑
連
帯
が
そ
の
人
た
ち
に
向
け
て
表
明
さ
れ
る
人
々
が
﹃
我
々
の
一
員
︵
“one
of
us”︶﹄
と
考
え
ら
れ
る
と
き
﹂
で
あ
り
︑﹁
こ
の
場
合
の

﹃
わ
れ
わ
れ
︵
“us”︶
﹄
は
︑
人
類
よ
り
も
小
さ
く
︑
そ
れ
よ
り
も
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
を
意
味
す
る
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
See,
R
ichard
R
orty,
C
O
N
T
IN
G
E
N
C
Y
,
IR
O
N
Y
,

A
N
D

SO
L
ID
A
R
IT
Y

191-192
(1989)︵
齋
藤
純
一
・
山
岡
龍
一
・
大
川
正
彦
訳
﹃
偶
然
性
・
ア
イ
ロ
ニ
ー
・
連
帯
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
○
年
︶
三
九
九
-
四
○
○
頁
︶.

以
上
の

R
orty
の
連
帯
に
関
す
る
記
述
は
︑
森
川
輝
一
﹁
政
治
と
連
帯
の
間
﹂﹃
政
治
の
発
見

第
三
巻

支
え
る

連
帯
と
再
分
配
の
政
治
学
﹄︵
風
行
社
︑
二
〇
一

一
年
︶
八
九
-
九
二
頁
の
指
摘
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒

(171
)
佐
藤
憲
一
﹁
憲
法
の
言
説
分
析

B
ow
ers
v.
H
ardw
ick
を
素
材
と
し
て
﹂
棚
瀬
孝
雄
編
著
﹃
法
の
言
説
分
析
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
○
一
年
︶
一
九
四
︑

二
〇
一
︵
注
九
三
︶
︑
大
河
内
美
紀
﹁
性
と
制
度
﹂
法
学
教
室
四
四
○
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
四
七
-
四
八
頁
︒

(172
)
佐
藤
・
前
掲
注
(171
︶
︑
一
九
四
頁
︹
傍
点
は
筆
者
︺
︒

(173
)
M
acedo,
Just
M
arried,
supra
note
63,
at
91-92.

(174
)
See,
e.
g.,
Sherif
G
irgis,
R
yan
T
.
A
nderson,
&
R
obert
P.
G
eorge,
W
H
A
T

IS
M
A
R
R
IA
G
E
?
M
A
N

A
N
D

W
O
M
A
N
:
A
D
E
FE
N
SE

(2012).

(175
)
See,Lynn
D
.W
ardle,Intergenerational
Justice,
E
xtended
Fam
ilies,
R
edefined
Fam
ilies,
and
the
C
hallenge
of
the
Statist
P
aradigm
,3
IN
T
L̓
J.

JU
R
ISPR
U
D
E
N
C
E
FA
M
.167
(2012).

(176
)
金
野
・
前
掲
注
(137
︶
・
﹃
ロ
ー
ル
ズ
と
自
由
な
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
一
七
八
頁
以
下
︑
同
﹁
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
婚
姻
の
制
度
的
包
摂
﹂
十
三
頁
以
下
も
︑
政
治
社
会

が
婚
姻
を
制
度
化
す
る
公
共
的
理
由
と
し
て
︑
㈠
﹁
他
者
と
の
間
に
一
個
の
人
格
ど
う
し
と
し
て
相
互
に
物
心
両
面
で
ケ
ア
し
あ
う
関
係
﹂
を
意
味
す
る
﹁
人
格
的
ケ
ア
関

係
﹂
の
価
値
と
︑
㈡
﹁
私
た
ち
の
政
治
社
会
を
世
代
を
超
え
て
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
質
・
量
面
で
十
分
な
次
世
代
が
育
成
さ
れ
る
こ
と
﹂
を
意
味
す
る
﹁
次
世
代
の
適
切

な
育
成
﹂
と
い
う
価
値
の
二
つ
の
政
治
的
価
値
を
挙
げ
て
お
り
︑
本
稿
に
お
け
る
﹁
公
共
的
理
由
﹂
の
第
一
点
︵﹁
婚
姻
の
誓
約
の
公
的
承
認
に
よ
る
人
格
的
関
係
の
安
定

化
﹂
︶
と
第
三
点
︵
﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
︶
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

(177
)
O
bergefell,135
S.
C
t.
at
2599
(opinion
of
the
court).

(178
)
Id,
at
2599-2601.

(179
)
Id,
at
2600-2601.

(180
)
Id,
at
2600
(em
phasis
added).

(181
)
D
ouglas
N
eJaim
e,
M
arriage
E
quality
and
the
N
ew
P
arenthood,
129
H
A
R
V
.L.
RE
V
.
1185,
1230-1240
(2016)
[hereinafter
N
ejaim
e,
N
ew

P
arenthood].
近
年
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
養
子
縁
組
制
度
の
発
展
に
つ
き
︑
中
村
恵
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
セ
カ
ン
ド
・
ペ
ア
レ
ン
ト
・
ア
ダ
プ
シ
ョ
ン
﹂
東
洋
法
学
五
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六
巻
三
号
︵
二
〇
一
二
年
︶
八
五
頁
以
下
も
参
照
︒

(182
)
O
bergefell,
at
135
S.
C
t.
at
2621-2622
(R
oberts,
C
.J.,
dissenting).

(183
)
Id,
at
2621-2622.

(184
)
Id,
at
2621.

(185
)
拙
稿
・
前
掲
注
(138
︶
︑
一
一
五
-
一
一
七
頁
︒

(186
)
G
reg
Strauss,
Is
P
olygam
y
Inherently
U
nequal?,
E
thics
122
(2012),
at
527-529.

(187
)
T
hom
B
rooks,
T
he
P
roblem
w
ith
P
olygam
y,
Philosophical
T
opics
37,2
(2009),
at
109-122.

(188
)
K
athleen
T
racy,
T
H
E

SE
C
R
E
T

ST
O
R
Y

O
F
P
O
L
Y
G
A
M
Y

(2001),
at
124.

(189
)
M
acedo,JU
ST
M
A
R
R
IE
D
,
supra
note
63,at
171-172.
そ
の
ほ
か
︑
Stephen
M
acedo
は
︑
複
婚
の
禁
止
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
︑
ポ
リ
ガ
ミ
ー
に
禁
固
刑

を
科
す
カ
ナ
ダ
刑
法
典
二
九
三
条
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
た

B
ritish
C
olum
bia
州
最
高
裁
判
所
の
照
会
事
件
︵
R
eference
C
ase︶
で
参
照
さ
れ
た
複
婚
禁
止
の
エ
ビ
デ

ン
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
︵
Id,at
166-173
(quoting
:R
eference
re
:
Section
293
of
the
C
rim
inal
C
ode
of
C
anada,
2011
B
C
SC
1588)︶︒
こ
の
照
会

事
件
の
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た

R
obert
J.
B
aum
an
長
官
は
︑
ポ
リ
ガ
ミ
ー
に
関
す
る
歴
史
学
︑
社
会
学
︑
進
化
心
理
学
お
よ
び
人
類
学
等
の
専
門
家
ら
の
証
言
を
手
掛

か
り
に
︑
ポ
リ
ガ
ミ
ー
の
容
認
が
︑
そ
の
他
の
家
族
構
成
員
で
あ
る
女
性
や
子
ど
も
︑
延
い
て
は
︑
社
会
全
体
に
対
し
て
重
大
な
﹁
危
害
︵
harm
︶﹂
を
も
た
ら
す
が
故
に
︑

ポ
リ
ガ
ミ
ー
の
刑
事
処
罰
は
正
当
化
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
︵
B
C
R
ef
pars.7-15,779-793︶︒
B
aum
an
長
官
が
示
し
た
理
由
付
け
は
︑
複
婚
を
禁
止
す
る
民
法
及
び

刑
法
上
の
規
定
と
信
教
の
自
由
お
よ
び
平
等
原
則
と
の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
も
一
考
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

(190
)
O
bergefell,135
S.
C
t.
at
2603
(opinion
of
the
court).
ま
た
︑
拙
稿
・
前
掲
注
(138
︶︑
一
一
三
-
一
一
四
頁
も
参
照
︒

(191
)
長
谷
部
恭
男
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
﹃
憲
法
の
論
理
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
七
年
︶
六
七
頁
︒

(192
)
婚
姻
制
度
が
持
続
的
で
安
定
的
な
関
係
の
形
成
を
支
援
・
促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
あ
る
時
点
で
︑
人
は
み
な
︑
配
偶
者
と
の
離
別
ま
た
は
死
別
を

通
じ
て
︑
最
終
的
に
ひ
と
り
に
な
る
︒
結
婚
し
て
い
て
も
し
て
い
な
く
て
も
老
後
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
︑
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
重
要
な
問
題
で
あ
り
︑

こ
の
限
り
で
︑
長
い
人
生
の
過
程
で
結
婚
を
す
る
か
し
な
い
か
の
選
択
は
些
末
な
事
柄
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
結
婚
生
活
の
経
験
の
有
無
に
限
ら
ず
︑
ひ
と
り
で
老
後
を
ど

う
生
き
る
か
と
い
う
問
題
が
︑
み
な
に
等
し
く
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
上
野
千
鶴
子
﹃
お
ひ
と
り
さ
ま
の
老
後
﹄︵
法
研
︑
二
〇
〇
七
年
︶

を
参
照
︒

(193
)
こ
の
点
を
明
確
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
山
崎
友
也
﹁
現
代
に
お
け
る
﹃
自
己
決
定
権
﹄
の
存
在
意
義
﹂
公
法
研
究
七
八
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
一
一
三
頁
を
参
照
︒

(194
)
Jerem
y
W
aldron,D
IG
N
IT
Y
,
R
A
N
K
A
N
D
R
IG
H
T
S
(2012).W
aldron
の
﹁
尊
厳
﹂
概
念
の
普
遍
化
仮
説
に
つ
い
て
は
︑
蟻
川
・
前
掲
注
(99
)︑
一
四
-
二
六
頁
を

参
照
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
普
遍
化
仮
説
自
体
は
︑
本
章
第
三
節
の
�
で
取
り
上
げ
た

W
hitm
an
の
業
績
に
依
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
︵
See,
Id,
at
45,
note.74
︶︒
蟻

川
・
前
掲
注
(
99
︶
︑
八
頁
も
参
照
︒
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(195
)
W
aldron,
Id,
at
14,30-33,47.

(196
)
Id,
at
22.

(197
)
Id,
at
57-59.

(198
)
Id,
at
33.

(199
)
Id,
at
21.

(200
)
Id,
at
49.

(201
)
Id,
at
50-51
(em
phasis
added).

(202
)
た
だ
し
︑
W
aldron
自
身
は
︑
二
〇
一
六
年
四
月
一
六
日
に
︑
Y
ale
Law
School
で
開
催
さ
れ
た
“W
hat
O
bergefellv.H
odges
Should
H
ave
Said”と
題
す
る
研

究
会
︵
https://balkin.blogspot.com
/2016/04/w
hat-obergefell-v-hodges-should-have.htm
l︶︵
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
八
年
三
月
二
二
日
︶
に
際
し
て
書
か
れ
た

論
文
で
︑
反
対
意
見
の
立
場
に
与
し
つ
つ
も
︑
一
切
﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
の
観
念
に
触
れ
て
い
な
い
︒
See,
Jerem
y
W
aldron,
W
hat
a
D
issenting
O
pinion
Should

H
ave
Said
in
O
bergefell
v.
H
odges
(2016),N
Y
U
Schoolof
Law
,Public
Law
R
esearch
Paper
N
o.16-44.
同
論
文
で
︑
W
aldron
が
主
張
し
て
い
る
の
は
︑

連
邦
の
裁
判
所
が
︑
人
民
と
そ
の
代
表
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
﹁
婚
姻
﹂
概
念
の
重
大
な
変
化
に
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
︑
W
aldron
自
身
が
従
来
か

ら
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
最
高
裁
の
違
憲
立
法
審
査
権
に
対
す
る
批
判
の
類
で
あ
る
︒
W
aldron
の
違
憲
立
法
審
査
権
批
判
に
関
し
て
は
︑
愛
敬
浩
二
﹁
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・

ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
違
憲
審
査
制
批
判
に
つ
い
て
﹂
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
五
五
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
七
五
七
頁
以
下
を
参
照
︒

後
掲
注
(203
︶
で
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
W
aldron
自
身
︑
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
法
的
根
拠
と
し
て
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
を
挙
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
同
性

婚
の
不
承
認
の
文
脈
で
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
の
観
念
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
︑
些
か
主
張
に
一
貫
性
が
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(203
)
W
aldron
は
︑
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
必
要
性
を
論
じ
た
著
作
で
︑﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
が
当
該
規
制
法
の
法
的
根
拠
と
な
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
︒
See,

Jerem
y
W
aldron,T
H
E
H
A
R
M

IN
H
A
T
E
SPE
E
C
H
93-94,105-111
(2012)︵
谷
澤
正
嗣
・
川
岸
令
和
訳
﹃
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
危
害
﹄︵
み
す
ず
書
房
︑
二
〇

一
五
年
︶
一
一
〇
-
一
一
一
頁
︑
一
二
四
-
一
三
二
頁
︶
﹇
hereinafter
W
aldron,
H
A
T
E
SPE
E
C
H
﹈.
W
aldron
が
言
う
こ
こ
で
の
﹁
尊
厳
﹂
と
は
︑
人
々
の
﹁
基
本
的

な
社
会
的
立
場
︑
社
会
的
平
等
者
と
し
て
︑
そ
し
て
人
権
と
憲
法
上
の
権
利
の
担
い
手
と
し
て
の
彼
ら
の
承
認
の
基
盤
﹂︑
あ
る
い
は
︑﹁
地
位
︑
す
な
わ
ち
し
っ
か
り
と
し

た
立
場
を
も
つ
社
会
の
成
員
と
し
て
の
人
の
地
位
﹂
を
指
す
︵
Id,
at
59-60
(七
○
頁
)︶︒
ま
た
︑
別
の
箇
所
で
は
︑﹁
尊
厳
﹂
が
︑
す
べ
て
の
市
民
が
社
会
の
し
っ
か
り

し
た
立
場
を
も
つ
成
員
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
︑
﹁
基
本
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
尊
厳
﹂
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
︵
Id,
at
108︵
一
二
八
頁
︶︶︒
以
上
の
指
摘
を

踏
ま
る
と
︑
W
aldron
も
ま
た
︑
﹁
尊
厳
﹂
を
﹁
市
民
と
し
て
の
対
等
な
地
位
﹂
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
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︿
附
記
﹀

本
論
文
の
脱
稿
後
に
︑
G
regg
Strauss,W
hat’s
W
rong
w
ith
O
bergefell,40
CA
R
D
O
ZO
L.RE
V
.101
(2018)
に
接
し
た
︒
同
論
文
は
︑
婚
姻
を
崇
高
な
も
の
と
見
な

す
O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
John
R
aw
ls
の
﹁
公
共
的
理
性
の
理
想
﹂
と
が
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
本
稿
も
︑
第
二
章
第
四
節
で

﹁
公
共
的
理
性
﹂
の
観
点
か
ら
単
婚
型
の
婚
姻
制
度
の
正
当
化
を
試
み
た
が
︑
こ
れ
は
﹁
婚
姻
家
族
﹂
が
そ
れ
以
外
の
家
族
形
態
に
比
し
て
崇
高
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す

る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
点
に
関
す
る
弁
明
は
︑
婚
姻
制
度
廃
止
論
が
憲
法
解
釈
と
し
て
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
の
か
も
含
め
て
︑
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
︒

︿
訂
正
﹀

本
連
載
第
一
回
の
以
下
に
つ
い
て
︑
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
︒

第
一
八
三
巻
第
一
号

九
五
頁
一
三
行
目
︵
誤
︶
﹁
同
性
愛
者
関
の
﹂

︵
正
︶
﹁
同
性
愛
者
間
の
﹂

一
〇
五
頁
九
行
目

︵
誤
︶
﹁
﹃
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
婚
姻
の
権
利
に
唯
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
﹄﹂

︵
正
︶
﹁
﹃
子
ど
も
を
産
む
こ
と
は
婚
姻
の
権
利
の
一
側
面
で
し
か
な
い
﹄
こ
と
﹂

一
〇
七
頁
一
一
行
目
︵
誤
︶
﹁
K
ennedy
判
決
の
法
廷
意
見
﹂

︵
正
︶
﹁
K
ennedy
判
事
の
法
廷
意
見
﹂
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