
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
可
能
性

(三)
・
完

︱
︱
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
章

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

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

L
aurence
H
.
T
ribe
の
﹁
構
造
的
解
釈
﹂

第
四
節

本
稿
の
解
釈
の
提
示
︵
以
上
︑
一
八
三
巻
四
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

第
一
款

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
条
文
上
の
根
拠
と
そ
の
規
範
内
容

第
二
款

﹁
権
能
﹂
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

H
ohfeld
図
式
に
よ
る
再
構
成

第
三
款

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
根
拠
と
婚
姻
制
度
の
必
要
性

第
四
款

﹁
尊
厳
﹂
と
結
び
付
い
た
権
利
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

第
二
節

同
性
婚
制
度
の
不
在
と
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂

第
一
款

O
bergefell
判
決
の
ロ
ジ
ッ
ク

第
二
款

学
説
①

﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
﹁
自
尊
﹂
侵
害
と
見
な
す
解
釈

第
三
款

学
説
②

﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
﹁
基
本
的
人
権
﹂
を
享
有
す
る
地
位
の
否
定
と
見
な
す
解
釈

結
び
に
代
え
て
︵
以
上
︑
本
号
︶
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第
三
章

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

以
下
第
三
章
で
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
﹁
尊
厳
﹂
を
密
接
不
可
分
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る

O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
の
ロ
ジ
ッ
ク

を
踏
ま
え
て
︑
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
同
性
婚
の
解
釈
に
つ
き
若
干
の
検
討
を
加
え
る
︒
し
ば
し
ば
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
め
ぐ

る
議
論
に
お
い
て
は
︑
日
本
国
憲
法
の
根
本
原
則
で
あ
る
﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て

き
た
︒
例
え
ば
︑
憲
法
二
四
条
に
明
記
さ
れ
た
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
と
い
う
文
言
に
着
目
し
︑
そ
こ
か
ら
︑
性
別
役
割
を
内
包
し
た
近
代
家
族

を
も
超
越
し
よ
う
と
す
る
論
理
を
導
き
出
す
こ
と
で
︑
法
律
婚
の
同
性
間
へ
の
開
放
を
憲
法
が
許
容
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
が
︑
そ
の
典
型

例
で
あ
る
(204
)

︒
し
か
し
︑
こ
の
主
張
は
︑
憲
法
二
四
条
の
保
護
範
囲
を
広
く
捉
え
る
根
拠
と
し
て
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
︑
先
の

O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
の
よ
う
に
︑
同
性
間
に
法
律
婚
を
開
放
し
な
い
こ
と
を
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
論
じ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
︒
換
言
す
れ
ば
︑
前
者
と
後
者
と
で
は
︑
同
性
婚
の
保
護
を
基
礎
付
け
る
際
の
﹁
尊
厳
﹂
の
用
い
方
に
︑
そ
の
結
論
を
左

右
す
る
程
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
両
者
の
相
違
は
︑﹁
尊
厳
﹂
に
依
拠
し
た
同
性
婚
の
憲
法
解
釈
が
複
数
想
定
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
本
章
の
目
的
は
︑

こ
の
よ
う
に
︑
幅
を
も
っ
て
解
釈
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
同
性
婚
の
憲
法
解
釈
を
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
権
利
そ
れ
自
体
の
規
範
的
性
質

を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
画
定
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
上
述
の
二
つ
の
見
解
の
相
違
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
︽﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理

か
ら
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
導
か
れ
る
︾
と
い
う
主
張
と
︑︽
そ
の
自
由
に
対
す
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
の
毀

損
を
意
味
す
る
︾
と
い
う
主
張
と
で
は
︑
そ
の
各
主
張
の
命
題
内
に
お
け
る
﹁
尊
厳
﹂
概
念
の
用
い
ら
れ
方
が
異
な
る
の
で
︑
前
者
の
命
題

に
関
し
て
は
︑
第
一
節
で
︑
後
者
の
命
題
に
関
し
て
は
︑
第
二
節
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
る
︒
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第
一
節

条
文
上
の
根
拠

�

問

題

の

所

在

日
本
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
は
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
が
︑
憲
法
二
四
条
に
お
け
る
同
性
婚
保
護
の
論
拠
と
し
て
︑
し
ば
し
ば

援
用
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
説
に
お
い
て
も
︑
肝
心
の
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑
立
法
府
が
︑
同
性
間
の
婚
姻
制
度
︵
ま
た

は
︑
そ
れ
に
類
似
す
る
制
度
︶
を
創
設
し
た
場
合
に
の
み
︑
憲
法
上
許﹅

容﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

も
の
に
過
ぎ
な
い
︒
同﹅

性﹅

間﹅

の﹅

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
そ
れ
自
体

は
︑
憲
法
上
保
護
が
要﹅

請﹅

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
近
時
刊
行
さ
れ
た
﹃
注
釈
日
本
国
憲
法
﹄
に
お
い
て
も
︑
こ
の
点
は
︑
再
度

強
調
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
現
時
点
で
︑
憲
法
が
同
性
婚
を
異
性
婚
と
同
程
度
に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
命
じ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
﹂
と
の
理
解
が
︑
学
説
の
﹁
大
方
の
と
こ
ろ
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(205
)
︒

他
方
で
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
現
時
点
で
は
︑
憲
法
の
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
と
説
か
れ
る
も
の
の
︑
異
性
間
の

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
説
く
学
説
は
︑
ほ
ぼ
皆
無
だ
と
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
学
説
は
︑
最
高
裁
が
平
成
二
七

年
の
夫
婦
同
氏
制
合
憲
判
決
(206
)

や
再
婚
禁
止
期
間
違
憲
判
決
(207
)

で
﹁
婚
姻
を
す
る
に
つ
い
て
の
自
由
﹂
と
い
う
含
み
の
あ
る
権
利
定
式
を
行
っ
た

こ
と
に
対
し
て
︑
憲﹅

法﹅

上﹅

の﹅

権﹅

利﹅

と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
厳
し
い
批
判
を
向
け
て
き
た
(208
)
︒
ま

た
︑
異
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
そ
の
実
現
に
際
し
て
立
法
者
に
よ
る
内
容
形
成
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
﹁
権
利
﹂
の
性
質

に
関
す
る
見
解
の
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
管
見
の
限
り
︑
学
説
に
お
い
て
︑
そ
の
憲
法
上
の
権
利
性
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
主
張
は
存

し
な
い
(209
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
学
説
で
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
同
一
の
権
利
を
問
題
に
し
つ
つ
も
︑
異
性
間
と
同
性
間
と
で
︑
そ
の
保
護

の
必
要
性
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
権
利
享
有
主
体
の
性
的
指
向
性
を
理
由
に
︑
憲
法
上
の
権
利
の
保
障
の
有
無
を
決
定
し
︑
さ
ら
に
は
︑
そ
の
保
護
の
程
度
に
区

別
を
設
け
る
こ
と
が
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
を
国
政
の
基
本
原
理
と
す
る
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
︑
正
当
化
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
︒
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あ
る
い
は
︑﹁
両
性
﹂
や
﹁
夫
婦
﹂
と
い
っ
た
婚
姻
当
事
者
の
﹁
異
性
性
﹂
を
強
く
意
識
さ
せ
る
憲
法
二
四
条
の
文
言
が
︑
こ
の
よ
う
な
性

的
指
向
性
に
基
づ
く
保
護
の
区
別
を
許
容
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
関
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
許
容
説
は
︑
憲
法
二
四
条
に
お
け
る

﹁
両
性
﹂
や
﹁
夫
婦
﹂
と
い
っ
た
文
言
の
存
在
を
根
拠
に
︑
異
性
間
の
婚
姻
と
同
程
度
の
保
護
を
同
性
間
に
保
障
す
る
こ
と
ま
で
立
法
者
に

は
要
請
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
︒
し
か
し
︑
宍
戸
常
寿
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
憲
法
二
四
条
一
項
に
基
づ
い
て
﹁
国
会
は
︑﹃
婚
姻
﹄

を
優
遇
し
う
る
﹂
と
し
て
も
︑﹁
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
る
不
利
益
取
扱
い
は
︑
同
条
二
項
な
い
し
憲
法
一
四
条
一
項
の
観
点
か
ら
合
理
的
な

根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
は
ず
で
あ
る
(210
)

︒
そ
の
際
︑
同
性
間
の
親
密
な
結
合
を
憲
法
二
四
条
が
保
護
す
る
﹁
婚
姻
﹂
と

呼
ぶ
か
︑﹁﹃
婚
姻
﹄
以
外
の
結
合
(211
)
﹂
と
呼
ぶ
か
は
︑
そ
れ
自
体
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
単
に
性
的
指
向
性
の
相
違

の
み
を
理
由
と
し
た
不
合
理
な
根
拠
に
基
づ
く
差
別
が
憲
法
上
正
当
化
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
確
か
で
あ
る
︒

は
た
し
て
︑﹁
両
性
﹂
や
﹁
夫
婦
﹂
と
い
っ
た
憲
法
二
四
条
の
文
言
の
み
で
︑
憲
法
が
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
保
障
し
て
い
な

い
と
ま
で
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
以
下
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
︑
憲
法
学
説
の
な
か
に
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

を
憲
法
一
三
条
に
基
礎
付
け
る
解
釈
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
憲
法
の
次
元
で
︑
同
性
間
に
は
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
︑
先
に
指
摘
し
た
権
利
享
有
主
体
の
性
的
指
向
性
を
理
由
と
す
る
不
合
理
な
差
別
に
当
た
ら
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
憲
法
二
四
条
が
﹁
両
性
﹂
や
﹁
夫
婦
﹂
と
い
っ
た
文
言
を
明
記
し
て
い
る
か
ら
だ
︑
と
い
う
条
文
の
文
言
に
基
づ
く
主

張
は
︑
同
条
の
適
用
範
囲
を
異
性
婚
に
限
定
す
る
こ
と
を
適
切
に
主
張
し
得
る
と
し
て
も
︑
憲
法
一
三
条
の
も
と
で
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の

自
由
﹂
の
基
礎
づ
け
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
︑
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
憲
法
が
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
異
性
間
に
の
み
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
︑
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
そ
れ
自
体
が
︑
規﹅

範﹅

内﹅

在﹅

的﹅

に﹅

︑
異
性
間
の
関
係
に
の
み
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑

憲
法
上
の
﹁
婚
姻
﹂
が
︑
そ
の
概
念
を
構
成
す
る
規
範
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
︑
配
偶
者
間
の
﹁
異
性
性
﹂
を
不
可
欠
な
構
成
要
素
と

見
な
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
本
稿
は
︑
規
範
内
在
的
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
異
性
間
の
婚
姻
に
限
定
し
得
な

41――同性婚の憲法的保護の可能性 ㈢・完



い
こ
と
の
反
証
を
提
示
す
る
︒
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑
生
殖
可
能
性
の
あ
る
異
性
間
の
親
密
な
関
係
性
の
み
を
保

護
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
よ
り
原
理
的
に
は
︑﹁
誓
約
︵
com
m
itm
ent︶
﹂
を
交
わ
し
合
っ
た
配
偶
者
間
の
関
係
に
お
け
る
﹁
自

由
﹂
と
﹁
対
等
性
﹂
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
︒
以
下
︑
こ
の
点
に
関
す
る
本
稿
の
主
張
を
各
款
ご
と
に
分
節
化
し
て
展
開
す
る
︒

�

分

析

の

流

れ

﹁
両
性
﹂
や
﹁
夫
婦
﹂
と
い
っ
た
配
偶
者
間
の
﹁
異
性
性
﹂
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
憲
法
二
四
条
の
﹁
婚
姻
﹂
か
ら
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

そ
れ
自
体
を
分
離
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
も
っ
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
根
拠
条
文
が
憲
法
二
四
条
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
す

必
要
が
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
根
拠
条
文
に
関
す
る
学
説
の
議
論
状
況
を
整
理
し
た
う
え
で
︑
婚
姻
の
自
由
が
如
何

な
る
規
範
内
容
を
有
す
る
権
利
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
︵
第
一
款
︶
︒
そ
の
う
え
で
︑
本
稿
は
︑
こ
れ
ま
で
学
説
が
主
張

し
て
き
た
と
こ
ろ
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
内
容
を
︑
W
esley
N
ew
com
b
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
を
用
い
て
構
造
分
析
す
る
︒
そ

れ
に
よ
っ
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
あ
る
人
格
が
他
の
人
格
と
の
間
に
法
律
関
係
を
創
出
す
る
﹁
権
能
︵
pow
er︶
﹂
と
い
う
概
念
を
中
心

的
な
構
成
要
素
と
す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
憲
法
は
︑
こ
の
﹁
権
能
の
権
利
︵
pow
er
rights︶
﹂
を
行
使
す
る
枠
組
み
の

設
定
を
国
家
に
義
務
付
け
て
お
り
︑
そ
の
作
為
義
務
に
対
応
す
る
権
利
と
し
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
保
障
し
て
い
る
︵
第
二
款
︶
︒

本
節
の
最
終
的
な
目
標
は
︑
こ
の
国
家
の
作
為
義
務
に
対
応
す
る
婚
姻
の
積
極
的
な
権
利
が
︑
そ
の
個
人
の
性
的
指
向
性
に
関
係
な
く
︑

何
故
︑
あ
ま
ね
く
︑
す
べ
て
の
個
人
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
︒﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
す
べ

て
の
個
人
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
普
遍
的
な
権
利
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑
同﹅

性﹅

婚﹅

の﹅

憲﹅

法﹅

的﹅

保﹅

護﹅

の﹅

要﹅

請﹅

も
ま
た
︑
こ

の
よ
う
な
権
利
の
普
遍
的
な
正
当
性
か
ら
基
礎
付
け
ら
れ
る
︵
第
三
款
︶
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
権
利
の
普
遍
的
な
正
当
性
を
担
保
す
る
の

が
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
に
他
な
ら
な
い
︒
憲
法
二
四
条
の
保
障
す
る
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
配
偶
者
間
の
﹁
異
性
性
﹂
に
刻
印

付
け
ら
れ
た
権
利
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
憲
法
一
三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
を
根
拠
に
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
導
出
す
る
こ
と
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ま
で
︑
憲
法
は
排
除
し
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
適
用
範
囲
を
同
性
間
に
ま
で
拡
張

す
る
こ
と
の
十
分
な
根
拠
に
な
り
得
る
︵
第
四
款
︶
︒

第
一
款

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
条
文
上
の
根
拠
と
そ
の
規
範
内
容

�

憲
法
二
四
条
と
憲
法
一
三
条

ま
ず
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
そ
れ
自
体
の
憲
法
典
に
お
け
る
条
文
上
の
根
拠
か
ら
確
認
し
よ
う
︒
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
︑﹁
婚
姻

の
自
由
﹂
の
条
文
上
の
根
拠
は
︑
主
と
し
て
︑
以
下
の
二
つ
に
求
め
ら
れ
る
︒
ひ
と
つ
が
︑
家
族
生
活
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本

質
的
平
等
を
謳
う
︑
憲
法
二
四
条
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
が
︑
憲
法
上
の
権
利
の
包
括
的
基
本
権
条
項
に
当
た
る
︑
憲
法
一
三
条
で
あ
る
︒

と
り
わ
け
︑
後
者
の
理
解
に
お
い
て
は
︑
同
条
後
段
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
権
利
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑﹁
婚
姻
の
自

由
﹂
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
際
︑
憲
法
一
三
条
後
段
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
と
憲
法
二
四
条
の
関
係
を
如
何
に
理
解
す
る
か

が
重
要
と
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
ら
の
条
項
を
︑
両
者
の
保
護
範
囲
が
重
複
し
た
場
合
に
個
別
的
な
基
本
権
規
定
を
優
先
的
に
適
用
す
べ

き
と
す
る
︑
一
般
法
と
特
別
法
と
の
関
係
で
捉
え
る
か
︑
あ
る
い
は
︑
ヨ
リ
柔
軟
に
︑
一
三
条
後
段
が
個
別
的
な
基
本
権
規
定
に
優
先
し
て

適
用
さ
れ
る
場
合
や
両
者
が
重
ね
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
も
想
定
す
る
︑
基
本
法
と
具
体
化
法
の
関
係
で
捉
え
る
か
︑
の
問
題
で
あ
る
(212
)

︒

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
根
拠
条
文
に
関
す
る
学
説
の
議
論
に
お
い
て
も
︑
こ
の
個
別
的
な
基
本
権
規
定
と
包
括
的
基
本
権
条
項
の
関
係
に
関

す
る
前
提
の
相
違
が
︑
背
景
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
憲
法
一
三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
が
︑﹁
家
族
の
あ
り
方
を
決
め

る
自
由
(213
)
﹂
や
﹁
家
族
の
形
成
・
維
持
に
か
か
わ
る
事
柄
﹂
の
﹁
自
己
決
定
権
(214
)
﹂
の
根
拠
条
文
と
な
り
得
る
こ
と
に
関
し
て
は
︑
多
く
の
学
説

が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か
し
他
方
で
︑
こ
と
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
に
関
し
て
は
︑
憲
法
一
三
条
と
憲
法
二
四
条
の
権
利
内
容
が
重
複
す

る
こ
と
か
ら
︑
①
婚
姻
に
つ
い
て
は
二
四
条
の
適
用
を
優
先
し
︑
一
三
条
の
適
用
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
︑
二
四
条
の
特
別
法
的
な

理
解
(215
)
と
︑
②
二
四
条
を
あ
く
ま
で
一
三
条
の
﹁
具
体
化
﹂
と
見
な
す
︑
具
体
化
法
的
な
理
解
(216
)
と
で
︑
意
見
の
対
立
が
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
②
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説
に
お
い
て
︑
両
条
項
の
保
障
内
容
の
重
複
か
ら
生
ず
る
﹁
緊
張
関
係
﹂
の
解
消
が
理
論
的
な
課
題
と
目
さ
れ
る
の
に
対
し
︑
①
説
の
立
場

に
依
拠
し
た
場
合
︑
両
条
項
は
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
も
そ
も
両
条
項
の
間
に
﹁
矛
盾
も
緊
張
関
係
も
﹂

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
(217
)
︒
そ
の
論
理
的
な
帰
結
と
し
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
護
範
囲
は
︑
異
性
間
の
結
合
関
係
に
の
み
限
定
さ
れ
る
(218
)
︒

以
上
の
二
説
に
加
え
て
︑
学
説
の
な
か
に
は
︑
③
そ
も
そ
も
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
そ
れ
自
体
の
根
拠
条
文
を
憲
法
二
四
条
に
置
く
の
で
は
な

く
︑
憲
法
一
三
条
に
置
く
べ
き
だ
と
す
る
主
張
も
見
ら
れ
る
(219
)
︒
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
︑
あ
く
ま
で
憲
法
二
四
条
は
︑﹁
婚
姻
及
び
家
族
﹂

を
前
提
と
し
た
定
め
を
設
け
る
に
と
ど
ま
り
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
に
関
し
て
は
︑﹁
憲
法
二
四
条
の
前
提
と
し
て
当
然
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と

み
る
﹂
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
︒
む
し
ろ
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑
憲
法
﹁
一
三
条
に
定
め
る
幸
福
追
求
権
の
一
環
と
し
て
み
と
め
ら
れ

る
﹂
と
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
(220
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
③
説
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
根
拠
条
文
を
憲
法
一
三
条
に
一
元
化
し
て

理
解
す
る
た
め
︑
①
説
お
よ
び
②
説
と
は
対
照
的
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
内
容
や
適
用
範
囲
は
解
釈
に
広
く
委
ね
ら
れ
て
い
る
︒
修

正
一
四
条
の
﹁
自
由
﹂
の
も
と
で
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
保
護
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
﹁
基
本
的
権
利
﹂
解
釈
に
最
も
親
和
的
な

立
場
と
言
え
よ
う
︒

�

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
内
容

(
�
)
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
自
由
権
的
側
面
？

も
っ
と
も
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
主
張
し
得
る
ほ
ど
の
規
範
性
を
備
え
た
権
利
で
あ
る
と
言
え
る
た
め
に
は
︑

以
上
の
根
拠
条
文
の
整
理
に
加
え
て
︑
各
根
拠
条
文
の
規
定
か
ら
導
か
れ
る
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
内
容
と
そ
の
適
用
範
囲
を
そ
れ
ぞ
れ

明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
権
利
が
自
ら
称
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
自
由
﹂
の
意
味
内
容
の
特
定
で
あ
る
︒
以
下
本
項
で
は
︑

前
項
で
取
り
上
げ
た
諸
説
を
踏
ま
え
て
︑
既
存
の
学
説
に
お
け
る
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
内
容
と
適
用
範
囲
を
確
認
す
る
︵
以
下
︑﹁
婚
姻

の
自
由
﹂
の
規
範
内
容
と
い
う
と
き
は
︑
こ
の
保
障
内
容
と
適
用
範
囲
を
併
せ
た
も
の
を
指
す
︶
︒
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前
項
の
①
説
は
︑
二
四
条
を
一
三
条
に
対
す
る
特
別
法
的
規
定
と
解
し
︑
そ
の
適
用
範
囲
を
異
性
間
の
婚
姻
に
限
定
し
て
い
た
︒
そ
れ
に

対
し
て
︑
③
説
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
広
く
解
釈
の
余
地
の
あ
る
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
を
拠
り
所
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
適
用
範
囲

は
必
ず
し
も
異
性
間
の
婚
姻
に
限
定
さ
れ
得
ず
︑
ま
た
︑
そ
の
保
障
内
容
は
︑
二
四
条
の
文
言
に
留
ま
ら
な
い
幅
の
あ
る
解
釈
が
可
能
で
あ

る
︒
②
説
は
︑
上
記
二
説
の
中
間
に
位
置
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
異
性
間
の
婚
姻
に
関
し
て
は
︑﹁
両
性
の
合
意
﹂
や
﹁
夫
婦
の
同
権
﹂
と
い

っ
た
二
四
条
の
文
言
か
ら
︑
直
接
的
に
は
︑
二
四
条
が
保
障
す
る
﹁
自
由
﹂
が
適
用
さ
れ
る
も
の
の
︑
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
一
三
条
の

適
用
が
原
理
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑﹁
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
家
族
形
成
権
﹂
は
︑﹁
憲
法
二
四
条
と
憲
法
一
三
条
の

保
障
が
重
複
す
る
権
利
・
利
益
﹂︑
ま
た
は
︑﹁
憲
法
一
三
条
の
み
で
保
障
さ
れ
る
権
利
・
利
益
﹂
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
(221
)
︒

上
記
の
諸
説
の
な
か
で
︑
最
も
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
内
容
が
明
確
な
の
は
︑
そ
の
適
用
範
囲
を
異
性
婚
に
限
定
す
る
①
説
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
①
説
は
︑
憲
法
二
四
条
一
項
の
文
言
に
鑑
み
て
︑
次
の
よ
う
な
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
定
義
を
行
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
婚
姻
の

自
由
﹂
と
は
︑﹁
両
性
の
自
由
か
つ
平
等
な
意
思
決
定
に
よ
り
︵
第
三
者
の
同
意
等
を
要
せ
ず
︶﹃
婚
姻
﹄
が
成
立
す
る
と
い
う
防
御
権
的
側
面

に
加
え
て
︑﹃
婚
姻
﹄
と
い
う
法
制
度
を
利
用
す
る
権
利
と
い
う
側
面
を
含
む
﹂
も
の
で
あ
る
(222
)
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

の
権
利
性
が
︑﹁
防
御
権
﹂
と
﹁
法
制
度
を
利
用
す
る
権
利
﹂
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
成
る
権
利
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
換

言
す
れ
ば
︑
こ
こ
で
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
内
容
は
︑﹁
防
御
権
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
国
家
に
よ
る
干
渉
を
排
除
す
る
﹁
消
極
的
権
利
﹂
と

し
て
の
側
面
の
み
な
ら
ず
︑﹁
法
制
度
を
利
用
す
る
権
利
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
進
ん
で
国
家
に
よ
る
干
渉
を
求
め
る
﹁
積
極
的
権
利
﹂
と
し
て
の

側
面
を
も
含
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
﹁
消
極
的
権
利
﹂
と
し
て
の
側
面
の
み
な
ら
ず
︑
国
家
の
積
極
的
な
作
為
を
求
め
る
﹁
積
極
的
権
利
﹂
と

し
て
の
側
面
を
も
含
む
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
は
︑
こ
の
権
利
そ
れ
自
体
が
国
家
の
関
与
な
し
に
は
完
全
な
自
由
に
は
な
り
得
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑﹁
自
由
﹂
の
名
を
語
り
な
が
ら
も
︑
そ
の
﹁
自
由
﹂
の
実
現
の
際
に
﹁
国
家
の
現
れ
﹂
を
拒

絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑﹁
国
家
の
現
れ
を
積
極
的
に
必
要
と
す
る
(223
)
﹂︒
さ
ら
に
ま
た
︑
場
合
に
よ
っ
て
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は
︑
①
説
が
主
張
す
る
よ
う
な
﹁
防
御
権
的
側
面
﹂
で
さ
え
︑
立
法
者
が
形
成
す
る
婚
姻
制
度
か
ら
独
立
に
観
念
し
得
な
い
こ
と
か
ら
︑
そ

も
そ
も
﹁
原
則

例
外
﹂
関
係
で
当
該
権
利
の
制
約
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
可
能
性
す
ら
あ
る
︒
は
た
し
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
に
︑

国
家
介
入
を
排
除
す
る
自
由
権
と
し
て
の
側
面
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
国
家
か
ら
の
自
由
﹂
を
語
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ

で
も
ま
た
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
﹁
自
由
﹂
と
し
て
の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
︒

(
�
)
﹁
自
由
﹂
に
関
す
る
三
つ
の
解
釈

﹁
自
然
的
自
由
説
﹂
︑
﹁
婚
姻
本
質
説
﹂
︑
﹁
制
度
的
自
由
説
﹂

さ
し
あ
た
り
︑
上
記
の
問
い
に
対
す
る
可
能
的
解
答
は
︑
三
つ
考
え
ら
れ
る
︒
一
つ
目
は
︑
﹁
婚
姻
﹂
そ
れ
自
体
を
﹁
前
国
家
的
な
人
権

の
問
題
﹂
ま
た
は
﹁
社
会
で
自
生
的
に
成
立
す
る
人
間
の
営
み
﹂
と
捉
え
︑
法
制
度
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
自
由
の
領
域
が

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
に
は
残
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
(224
)
︒
こ
の
立
場
に
お
い
て
︑﹁
婚
姻
制
度
は
︑
基
本
的
に
は
婚
姻
の
自
由
の

制
限
と
捉
え
﹂
ら
れ
る
︵
以
下
︑﹁
自
然
的
自
由
説
﹂
と
称
す
る
(225
)

︶
︒
二
つ
目
は
︑﹁
婚
姻
そ
れ
自
体
の
本
質
﹂
を
観
念
す
る
こ
と
で
︑
こ
の
﹁
本

質
﹂
と
直
接
的
に
は
関
連
し
な
い
家
族
法
上
の
規
定
を
﹁
制
限
﹂
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
(226
)

︒
そ
の
よ
う
な
家
族
法
上
の
規
定
の
典
型
例
が
︑

婚
姻
の
際
の
夫
婦
の
同
氏
を
定
め
る
民
法
七
五
〇
条
で
あ
る
︒
こ
の
立
場
に
お
い
て
︑﹁
夫
婦
同
氏
の
強
制
﹂
は
︑﹁
婚
姻
そ
れ
自
体
に
本
質

的
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
﹂︑﹁
家
族
を
他
者
か
ら
識
別
す
る
と
い
う
︑
社
会
的
・
外
在
的
な
要
請
﹂
に
基
づ
く
﹁
憲
法
上
の
婚
姻
の
自

由
に
対
す
る
下
位
法
の
制
約
﹂
と
し
て
見
な
さ
れ
る
︵
以
下
︑﹁
婚
姻
本
質
説
﹂
と
称
す
る
(227
)
︶
︒
最
後
に
︑
三
つ
目
の
可
能
的
解
答
が
︑﹁
婚
姻
の

自
由
﹂
と
そ
れ
を
具
体
化
す
る
法
制
度
と
の
抵
触
を
︑
そ
も
そ
も
﹁
防
御
権
﹂
の
問
題
と
し
て
構
成
し
な
い
こ
と
で
あ
る
(228
)
︒
抽
象
的
な
憲
法

の
次
元
で
︑﹁
あ
る
べ
き
婚
姻
・
家
族
制
度
の
基
本
形
態
︵﹁
原
則
﹂︶
﹂
を
一
義
的
に
観
念
し
得
な
い
以
上
︑
そ
の
基
本
形
態
の
変
更
︵
﹁
例

外
﹂︶
に
対
し
て
︑﹁
合
理
的
な
理
由
付
け
︵
正
当
化
︶
﹂
を
求
め
る
こ
と
も
ま
た
困
難
で
あ
る
(229
)

︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
自
由
の
侵
害
禁
止
﹂
と
い
う

客
観
法
に
対
応
し
た
﹁
防
御
権
﹂
で
は
な
く
︑﹁
国
家
︵
国
会
︶
は
憲
法
上
の
考
慮
事
項
を
適
切
に
調
整
し
て
法
制
度
を
形
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
﹂
と
い
う
客
観
法
に
対
応
し
た
︑﹁
防
御
権
と
は
異
な
る
﹃
権
利
﹄
の
あ
り
方
﹂
を
構
想
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︵
以
下
︑﹁
制
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度
的
自
由
説
﹂
と
称
す
る
(230
)

︶
︒

以
上
の
三
つ
の
見
解
の
な
か
で
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
個
人
の
恣
意
的
な
自
由
の
領
域
を
広
く
認
め
る
の
は
︑
最
初
に
取
り
上
げ
た
﹁
自
然
的

自
由
説
﹂
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
説
に
お
い
て
︑
法
律
婚
制
度
は
︑﹁
社
会
で
自
生
的
に
成
立
す
る
人
間
の
営
み
﹂
に
対
す
る
﹁
介
入
﹂
と
評
価

さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑
第
一
次
的
に
は
国
家
に
対
す
る
国
民
の
﹁
防
御
権
﹂
と
し
て
構
成
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
説

に
は
︑
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
︒
第
一
に
︑﹁
社
会
で
自
生
的
に
成
立
す
る
人
間
の
営
み
﹂
を
﹁
婚
姻
﹂
と
見
な
し
た
場
合
に
︑﹁
婚
姻

の
自
由
﹂
と
﹁
親
密
な
結
合
の
自
由
﹂
の
区
別
が
相
対
化
す
る
点
で
あ
る
(231
)

︒
民
法
学
者
の
上
野
雅
和
に
よ
る
と
︑
歴
史
的
に
︑
婚
姻
制
度
は
︑

中
世
に
お
い
て
は
血
族
や
領
主
か
ら
の
︑
近
代
社
会
に
お
い
て
は
教
会
そ
の
他
の
権
威
か
ら
の
︑
婚
姻
の
強
制
や
干
渉
か
ら
人
々
の
結
合
の

自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(232
)

︒
す
な
わ
ち
︑
婚
姻
制
度
と
は
︑
最
終
的
に
は
︑
婚
姻
を
社
会
的
な
権
威
の
支
配
か
ら

解
放
す
る
た
め
に
︑
国
家
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
は
︑﹁
国
家
法
の
定
め
る
制
度
で
あ
る
婚
姻
を
受
け
容

れ
る
自
由
﹂
な
の
で
あ
る
(233
)
︒﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
す
べ
て
社
会
的
な
次
元
に
お
け
る
人
的
結
合
の
保
護
に
還
元
す
る
こ
と
は
︑
当
該
自
由
が

歴
史
的
に
有
し
て
き
た
社﹅

会﹅

的﹅

な﹅

権﹅

威﹅

か﹅

ら﹅

の﹅

自﹅

由﹅

と
い
う
側
面
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒

第
二
に
︑﹁
自
然
的
自
由
説
﹂
は
︑﹁
社
会
で
自
生
的
に
成
立
す
る
人
間
の
営
み
﹂
そ
れ
自
体
に
憲
法
的
価
値
を
置
く
理
論
的
主
張
と
し
て

は
︑
不
徹
底
で
あ
る
︒
確
か
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
的
な
側
面
と
し
て
︑
婚
姻
す
る
か
し
な
い
か
の
意
思
決
定
の
自
由
︵
締
約
の
自

由
︶
や
婚
姻
の
相
手
方
を
選
択
す
る
自
由
な
ど
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
は
国
家
に
左
右
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
﹁
前
国
家
的
人
権
﹂
の
側
面
が

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
(234
)
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
自
由
を
当
事
者
の
意
思
決
定
の
も
と
で
貫
徹
す
る
た
め
に
も
︑
や
は
り
国
家
の
関
与
が

不
可
欠
と
な
る
︒
憲
法
二
四
条
が
︑
婚
姻
の
成
立
要
件
と
し
て
﹁
両
性
の
合
意
﹂
を
明
記
し
た
の
も
︑
国
家
法
を
通
じ
て
︑
婚
姻
し
よ
う
と

す
る
当
事
者
の
意
思
を
当
事
者
以
外
の
第
三
者
︵
典
型
的
に
は
︑
家
制
度
の
も
と
で
の
戸
主
︶
の
干
渉
か
ら
保
護
す
る
た
め
で
あ
っ
た
(235
)
︒
こ
の
よ

う
な
当
事
者
の
意
思
を
確
保
す
る
た
め
に
婚
姻
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
ま
で
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
制
限
と
評
価
す
る
こ
と
は
︑
憲
法
二
四

条
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
国
家
の
関
与
な
く
︑﹁
社
会
で
自
生
的
に
成
立
す
る
人
間
の
営
み
﹂
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そ
れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
契
約
的
家
族
観
﹂
の
よ
う
に
︑
法
律
婚
制
度
そ
れ
自
体
の
廃
止
を
目
指
す
こ
と
が
︑

理
論
的
に
は
最
も
徹
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
(236
)

︒
そ
の
場
合
︑
も
は
や
︑
法
律
婚
制
度
を
利
用
す
る
権
利
と
い
う
意
味
で
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は

無
用
と
な
る
(237
)
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
前
国
家
的
な
﹁
親
密
な
結
合
の
自
由
﹂
に
純
化
し
て
考
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
採
り
得
る
解
釈
と
し

て
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
︑
誤
っ
た
内
容
形
成
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
核
心
領
域
を
観
念
す
る
﹁
婚
姻
本
質

説
﹂
か
︑
ま
た
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
﹁
防
御
権
的
構
成
﹂
そ
れ
自
体
の
採
用
を
否
定
す
る
﹁
制
度
的
自
由
説
﹂
か
︑
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
︒﹁
自
然
的
自
由
説
﹂
と
は
異
な
り
︑
い
ず
れ
の
説
も
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
実
現
が
︑
立
法
者
に
よ
る
内
容
形
成
に
依
存
す
る
こ
と
を
否

定
し
て
は
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
両
説
の
相
違
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
法
制
度
に
依
存
す
る
権
利
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
︑
そ
の
﹁
権
利
﹂

の
主
観
性
を
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
客
観
法
上
の
国
家
の
婚
姻
制
度
設
営
義
務
に
対
応
す
る
︑
個
人
の
主
観
的
な

﹁
権
利
﹂
を
︑
如
何
な
る
権
利
と
し
て
観
念
す
る
の
か
に
関
す
る
見
解
の
対
立
で
あ
る
︒

(
�
)

主
観
的
権
利
と
客
観
法

こ
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
主
観
的
な
権
利
と
し
て
の
性
格
を
如
何
に
記
述
す
る
か
と
い
う
問
題
は
︑
そ
の
主
観
的
権
利
に
対
応
す
る
︑
何

ら
か
の
客
観
法
上
の
諸
原
則
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
制
度
的
自
由
説
﹂
は
︑﹁
国
家
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
自

由
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
客
観
法
に
対
応
し
た
﹁
防
御
権
﹂
で
は
な
く
︑﹁
国
家
︵
国
会
︶
は
憲
法
上
の
考
慮
事
項
を
適
切
に

調
整
し
て
法
制
度
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
客
観
法
に
対
応
し
た
︑﹁
防
御
権
と
は
異
な
る
﹃
権
利
﹄
の
あ
り
方
﹂
を
前
提

に
し
て
い
る
(238
)

︒
こ
の
﹁
制
度
的
自
由
説
﹂
の
説
明
に
従
え
ば
︑﹁
婚
姻
本
質
説
﹂
の
説
く
﹁
権
利
﹂
と
は
︑﹁
国
家
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
自

由
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
客
観
法
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑﹁
婚
姻
本
質
説
﹂
が
︑
そ
の
﹁
自
由
﹂
の
﹁
侵
害
﹂

を
﹁
婚
姻
そ
れ
自
体
に
本
質
的
に
内
在
す
る
も
の
﹂
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
同
説
は
︑
主
観
的
な
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﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
権
利
内
容
と
し
て
︑﹁
婚
姻
そ
れ
自
体
﹂
の
﹁
本
質
﹂
に
根
差
し
た
何
か
し
ら
の
権
利
利
益
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
︒
し
か
し
︑
同
説
が
︑
具
体
的
に
︑
ど
の
よ
う
な
権
利
利
益
を
﹁
婚
姻
﹂
の
﹁
本
質
﹂
に
根
差
し
た
も
の
と
し
て
観
念
し
て
い
る
か
は
︑

同
説
の
文
献
か
ら
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
制
度
的
自
由
説
﹂
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
主
観
性
を
︑
ま
ず
は
︑﹁
国
家
︵
国
会
︶
は
憲
法
上
の
考
慮
事
項
を
適
切

に
調
整
し
て
法
制
度
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
︑
客
観
法
上
の
義
務
に
対
応
す
る
﹁
権
利
﹂
と
し
て
観
念
す
べ
き
だ
と
す
る
(239
)
︒

還
元
す
れ
ば
︑
こ
こ
で
の
﹁
権
利
﹂
と
は
︑
あ
く
ま
で
︑
国
家
に
よ
る
適
切
な
婚
姻
制
度
設
営
義
務
の
遂
行
を
求
め
る
主
観
的
な
権
利
で
し

か
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
制
度
的
自
由
説
﹂
に
お
い
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
は
︑﹁
憲
法
上
の
考
慮
事
項
﹂
が
適
切
に
調
整
さ
れ
た
﹁
婚
姻

制
度
に
ア
ク
セ
ス
す
る
自
由
﹂
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
足
り
︑
そ
れ
以
上
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
内
容
か
ら
︑
あ
る
特
定
の
権
利
利
益

を
請
求
す
る
権
利
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
(240
)

︒
ま
た
︑
こ
の
説
に
お
い
て
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
﹁
直
接
の
制
約
﹂
が
問
題
と
な
る
場

合
で
さ
え
︑
当
該
制
約
が
存
在
す
る
と
い
う
事
情
が
︑﹁
防
御
権
的
な
原
則

例
外
関
係
に
依
拠
し
た
憲
法
上
の
正
当
化
﹂
を
要
請
す
る
わ

け
で
は
な
く
︑﹁
憲
法
二
四
条
︵
二
項
︶
に
よ
る
内
容
形
成
の
統
制
の
厳
格
化
を
導
く
に
過
ぎ
な
い
﹂
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
(241
)
︒
以
上
の

よ
う
に
︑
こ
の
説
は
︑
前
項
�
で
述
べ
た
①
説
に
お
け
る
﹁
法
制
度
を
利
用
す
る
権
利
﹂
の
側
面
に
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
意
味
内
容
を
限
定

す
る
立
場
と
言
え
よ
う
︒

第
二
款

﹁
権
能
﹂
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

H
ohfeld
図
式
に
よ
る
再
構
成

�

承

前

は
た
し
て
︑﹁
制
度
的
自
由
説
﹂
の
言
う
よ
う
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
内
容
は
︑
﹁
法
制
度
を
利
用
す
る
権
利
﹂
に
留
ま
る
の
で
あ

ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
な
権
利
定
式
は
︑
何
人
も
不
当
に
婚
姻
制
度
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
︑
と
い
う
意
味
で
の
﹁
婚
姻
の

自
由
﹂
の
一
般
的
な
言
明
を
表
す
も
の
と
し
て
は
適
切
で
あ
っ
て
も
︑
憲
法
が
国
家
に
婚
姻
制
度
の
設
営
を
義
務
付
け
る
こ
と
で
如
何
な
る
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個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑
と
い
う
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
根
拠
に
関
す
る
説
明
と
し
て
は
︑
な
お
不
十
分
で
あ
る
︒

こ
の
限
り
で
︑﹁
婚
姻
本
質
説
﹂
が
主
張
す
る
よ
う
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
内
容
形
成
法
律
の
諸
規
定
の
な
か
に
は
︑﹁
婚
姻
そ
れ
自
体
に

本
質
的
に
内
在
す
る
も
の
﹂
と
︑
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
捨
象
し
て
ま
で
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

の
保
障
内
容
を
す
べ
て
立
法
者
に
よ
る
内
容
形
成
に
委
ね
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

他
方
で
︑
憲
法
典
そ
れ
自
体
か
ら
︑
如
何
な
る
権
利
利
益
が
﹁
婚
姻
そ
れ
自
体
に
本
質
的
に
内
在
す
る
も
の
﹂
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る

こ
と
が
容
易
で
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
婚
姻
の
本
質
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
︑
国
家
が
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
内
容
形
成

に
あ
た
っ
て
︑
最
低
限
規
定
す
べ
き
婚
姻
に
関
す
る
法
律
関
係
が
存
す
る
こ
と
を
必
然
的
に
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の

よ
う
な
観
点
は
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
内
容
の
固
定
化
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
で
は
︑
婚
姻
の
本

質
が
何
で
あ
る
の
か
︑
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
規
範
内
在
的
に
︑
如
何
な
る
権
利
と
し
て
の
構﹅

造﹅

を
有
し

︵
第
二
款
：
�
～
�
︶
︑
ま
た
︑
そ
の
権
利
が
︑
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
保
障
す
る
に
値
す
る
根﹅

拠﹅

は
何
で
あ
る
の
か
︵
第
三
款
︶
︑
と
い
う
観

点
か
ら
分
析
を
進
め
る
︒

そ
の
際
︑
本
稿
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
権
利
概
念
の
構
造
分
析
の
た
め
に
︑
W
esley
N
ew
com
b
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
を
用
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑
H
ohfeld
図
式
で
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
︑﹁
請
求
権
︵
claim
︶
﹂︑﹁
義
務
︵
duty
︶
﹂︑﹁
特
権
︵
privilege︶
﹂︑﹁
無
権
利
︵
no-

right︶
﹂︑﹁
権
能
︵
pow
er︶
﹂︑﹁
責
任
︵
liability
︶
﹂︑﹁
免
除
権
︵
im
m
unity
︶
﹂︑﹁
無
能
力
︵
disability
︶
﹂
の
八
つ
か
ら
成
る
︑
二
人
格
間
の

根
本
的
法
律
関
係
の
分
析
で
あ
る
(242
)
︒
そ
し
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
も
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
各
概
念
か
ら
構
成
さ
れ
る
﹁
分
子
複
合
的
な
権
利

︵
m
olecular
rights
(243
)
︶
﹂
で
あ
る
︒
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
お
い
て
︑
婚
姻
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
の
一
次
的
な
法
律
関
係
︵
first-order

legal
relation
︶
は
︑
一
方
配
偶
者
の
﹁
請
求
権
﹂
と
そ
の
相
関
項
で
あ
る
他
方
配
偶
者
の
﹁
義
務
﹂
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
︑
本
稿

の
分
析
に
お
い
て
重
要
な
の
は
︑
上
記
の
法
律
関
係
論
を
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
構
造
分
析
に
用
い
る
こ
と
で
︑
こ
の
よ
う
な
権
利
義
務
関
係

を
一
挙
に
創
出
す
る
権
利
を
﹁
権
能
﹂
と
称
し
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
﹁
権
能
の
権
利
︵
pow
er
rights
(244
)
︶
﹂
と
理
解
し
得
る
こ
と
で
あ
る
(245
)
︒
次
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項
�
で
は
︑
こ
の

H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
依
拠
し
て
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
に
含
ま
れ
る
権
利
利
益
を
種
々
の
構
成
要
素
へ
と
分
解
し
つ
つ
︑

最
終
的
に
︑
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
﹁
権
能
﹂
を
中
心
的
な
構
成
要
素
と
す
る
権
利
へ
と
再
構
成
す
る
︒

�

﹁
権
能
﹂
ま
た
は
﹁
免
除
権
﹂
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
と
き
︑
ま
ず
も
っ
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
に
関
す
る
﹁
権
利
﹂
の
言
説
が
︑
二
通
り

あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
第
一
に
︑
学
説
が
憲
法
二
四
条
一
項
の
文
言
に
即
し
て
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
内
容
を
説
明

す
る
と
き
の
﹁
権
利
﹂
と
は
︑
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
お
け
る
権
利
主
体
の
﹁
免
除
権
﹂
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
あ
る

個
人
が
︑
親
密
な
関
係
に
あ
る
他
者
と
の
間
に
︑
婚
姻
に
関
す
る
法
律
関
係
を
発
生
︑
変
更
ま
た
は
消
滅
さ
せ
る
権
利
︵
よ
り
正
確
に
は
︑

﹁
権
能
﹂
︶
を
行
使
す
る
こ
と
に
関
し
て
︑
何
ら
法
的
強
制
を
受
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
の
こ
と
を
憲
法
二
四
条
一
項
の
文
言
に
即
し

て
説
明
す
る
な
ら
ば
︑﹁
両
性
の
合
意
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
婚
姻
す
る
と
い
う
異
性
カ
ッ
プ
ル
の
意
思
決
定
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
︑
こ
れ
ら

の
カ
ッ
プ
ル
に
婚
姻
法
上
の
法
的
拘
束
を
及
ぼ
す
こ
と
を
憲
法
は
禁
止
し
て
い
る
︑
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
点
で
︑
政
府
は
︑
婚
姻
に
関

す
る
法
律
関
係
を
創
出
す
る
際
の
端
緒
と
な
る
︑
個
人
の
婚
姻
す
る
︵
ま
た
は
︑
し
な
い
︶
と
い
う
決
定
に
関
し
て
︑﹁
権
能
﹂
を
持
た
な
い
︑

す
な
わ
ち
︑﹁
無
能
力
﹂
な
の
で
あ
る
(246
)

︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
第
二
に
︑﹁
婚
姻
本
質
説
﹂
が
︑
夫
婦
同
氏
制
に
関
す
る
民
法
の
規
定
を
侵
害
的
法
律
と
見
な
し
て
︑
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

に
対
す
る
﹁
下
位
法
の
制
約
﹂
が
生
じ
て
い
る
(247
)
︑
と
主
張
す
る
と
き
に
想
定
さ
れ
て
い
る
﹁
権
利
﹂
は
︑
第
一
の
﹁
免
除
権
﹂
と
い
う
よ
り

も
︑
む
し
ろ
︑
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
お
け
る
﹁
権
能
﹂
に
相
当
す
る
︒
法
的
﹁
権
能
﹂
と
は
︑
あ
る
人
格
が
︑
他
の
人
格
も
し
く
は

自
身
の
法
的
地
位
を
変
化
さ
せ
る
﹁
能
力
︵
ability
(248
)
︶
﹂︑
ま
た
は
︑﹁
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
︑
他
人
︵
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
の
︶
法
律
関
係
を

変
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
﹃
地
位
﹄
に
あ
る
人
が
法
律
上
も
っ
て
い
る
﹃
力
﹄﹂
を
意
味
す
る
(249
)
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
は
︑
婚
姻
の
相
手

方
で
あ
る
配
偶
者
と
の
間
に
︑
あ﹅

る﹅

特﹅

定﹅

の﹅

法
律
関
係
を
発
生
︑
変
更
ま
た
は
消
滅
さ
せ
る
﹁
権
能
﹂
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
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政
府
や
第
三
者
か
ら
︑
婚
姻
に
関
す
る
法
律
関
係
を
恣
意
的
に
変
化
さ
せ
ら
れ
な
い
︑
と
い
う
意
味
で
の
﹁
免
除
権
﹂
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
︒
夫
婦
同
氏
制
合
憲
判
決
を
例
に
説
明
す
る
な
ら
ば
︑
原
告
は
︑
原
告
が
築
こ
う
と
す
る
婚
姻
の
法
律
関
係
に
お
い
て
︑

民
法
七
五
〇
条
の
適
用
を
受
け
ず
に
当
該
関
係
を
形
成
す
る
権
能
︑
ま
た
は
︑
当
該
法
律
関
係
に
お
け
る
法
的
効
果
と
し
て
︑
婚
姻
の
際
に

夫
婦
が
異
な
る
氏
を
称
す
る
こ
と
を
定
め
る
権
能
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
原
告
ら
は
︑
政
府
ま
た
は
第
三
者
か
ら
︑
何
ら
婚
姻
に
関

す
る
法
的
地
位
の
変
化
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑
第
一
の
﹁
免
除
権
﹂
と
第
二
の
﹁
権
能
﹂
を
当
該
権
利
概
念
の
主
た
る

構
成
要
素
と
し
て
い
る
︒
ま
ず
も
っ
て
︑
あ
る
人
格
が
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
行
使
す
る
と
い
う
と
き
︑
当
該
人
格
は
︑
他
の
人
格
と
の
間
に

婚
姻
に
関
す
る
法
律
関
係
を
創
出
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
憲
法
二
四
条
一
項
の
文
言
に
沿
う
か
た
ち
で
︑﹁
権
能
﹂
よ
り
も
先
に
﹁
免
除

権
﹂
を
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
内
容
と
し
て
紹
介
し
た
が
︑﹁
免
除
権
﹂
は
︑
あ
る
権
利
主
体
が
行
使
す
る
﹁
権
能
﹂
に
関
し
て
他
者
か

ら
の
変
更
を
受
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
権
利
概
念
の
構
成
要
素
と
し
て
の
﹁
免
除
権
﹂
は
︑﹁
権
能
﹂
に
還
元
で
き
る
︒

つ
ま
り
︑
国
家
が
︑
国
民
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
と
き
︑
そ
こ
で
侵
害
さ
れ
て
い
る
権
利
は
︑
究
極
的
に
は
︑
二
人

格
間
で
の
婚
姻
に
関
す
る
法
律
関
係
の
創
出
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
︑﹁
婚
姻
す
る
権
能
の
権
利
︵
a
pow
er
right
to
m
arry
(250
)
︶
﹂
な
の
で
あ

る
︒以

上
の
分
析
に
関
し
て
は
︑
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
︑
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
お
け
る
﹁
特
権
﹂
と
し
て
解

す
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
の
疑
義
が
呈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
(251
)
︒
こ
こ
で
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
お
け

る
﹁
特
権
﹂
と
は
︑﹁
無
権
利
﹂
の
相
関
項
で
あ
り
︑
あ
る
二
人
格
間
に
お
け
る
権
利
義
務
関
係
の
不
存
在
を
意
味
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
あ

る
人
格
Ｘ
が
︑
他
の
人
格
Ｙ
に
対
し
て
﹁
特
権
﹂
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
︑
人
格
Ｘ
が
︑
人
格
Ｙ
に
対
し
て
︑
あ
る
行
為
を
な
す
︵
ま
た
は
︑

な
さ
な
い
︶﹁
義
務
﹂
を
負
わ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(252
)
︒
こ
の
点
で
︑
確
か
に
︑
個
人
は
︑
政
府
に
対
し
て
︑
法
律
婚
制
度
を
利
用
す
る

﹁
義
務
﹂
を
負
わ
な
い
︒
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し
か
し
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
そ
れ
自
体
は
︑
婚
姻
に
関
す
る
二
人
格
間
の
法
律
関
係
を
一
挙
に
創
出
す
る
﹁
権
能
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
︑

そ
の
権
利
義
務
関
係
に
関
し
て
︑
婚
姻
法
に
よ
る
定
め
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
権
能
﹂
に
対
す
る
政
府
か
ら
の
干
渉
に
関
し

て
は
︑
や
は
り
︑
婚
姻
に
関
す
る
法
的
地
位
の
変
化
を
受
け
な
い
権
利
︑
と
い
う
意
味
で
の
﹁
免
除
権
﹂
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
で

あ
ろ
う
︒﹁
特
権
﹂
は
︑
あ
る
特
定
の
行
為
を
な
す
︵
ま
た
は
︑
な
さ
な
い
︶﹁
義
務
﹂
の
不
存
在
を
示
す
法
的
言
明
で
し
か
な
い
︒
こ
の
よ
う

な
﹁
義
務
﹂
の
不
存
在
は
︑
あ
る
特
定
の
﹁
請
求
権
﹂
の
存
在
を
含
意
し
な
い
︒
H
.L
.A
.
H
art
の
﹁
防
御
線
︵
protective
perim
eter︶
﹂

の
比
喩
で
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
特
権
﹂
︵
ま
た
は
︑
こ
の
意
味
で
の
﹁
自
由
﹂︶
の
妨
害
を
禁
止
す
る
た
め
に
は
︑
そ
の
﹁
特
権
﹂
︵
ま
た
は

﹁
自
由
﹂
︶
を
保
護
す
る
別
の
仕
組
み
が
必
要
と
な
る
(253
)
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
婚
姻
に
関
す
る
民
法
の
規
定
の
一
部
が
侵
害
的
法
律
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
と
き
︑
そ
こ
で
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
は
︑

婚
姻
す
る
か
し
な
い
か
の
選
択
に
関
す
る
﹁
特
権
﹂
で
は
な
く
︑
親
密
な
二
人
格
間
で
婚
姻
の
法
律
関
係
を
創
出
す
る
﹁
権
能
﹂
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
個
人
は
︑
国
家
に
よ
る
誤
っ
た
内
容
形
成
に
よ
っ
て
︑
本
来
で
あ
れ
ば
︑
婚
姻
に
関
し
て
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
意
味
を
持
た
な
い
二

者
間
の
権
利
義
務
関
係
に
︑
不
当
に
も
服
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
制
約
が
現
実
的
に
問
題
と
な
り
得
る
の
は
︑

当
該
自
由
を
内
容
形
成
す
る
法
律
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
︑
国
家
は
︑﹁
婚
姻
の
自

由
﹂
を
侵
害
す
る
よ
う
な
立
法
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
﹁
権
能
﹂
を
持
た
な
い
︑
す
な
わ
ち
︑
﹁
無
能
力
﹂
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
(254
)

︒
こ
の

点
で
︑
ま
ず
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
﹁
権
能
の
権
利
﹂
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
︑
そ
の
権
利
の
構
造
に
ヨ
リ
忠
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

�

﹁
婚
姻
の
権
能
﹂
と
二
つ
の
対
国
家
﹁
請
求
権
﹂

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
二
人
格
間
の
親
密
な
関
係
に
お
い
て
︑
婚
姻
法
の
定
め
る
法
律
関
係
を
創
出
す

る
﹁
権
能
﹂
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
権
能
が
単
に
国
民
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
︑
当

該
自
由
の
規
範
内
容
の
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
︒
本
稿
と
同
様
に
︑
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
を
用
い
て
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
分
析
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し
た

G
regg
Strauss
に
よ
る
と
︑
こ
の
権
能
を
持
つ
個
人
と
国
家
の
関
係
に
お
い
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑
以
下
の
二
つ
の
意
味
で
︑

個
人
の
対
国
家
﹁
請
求
権
﹂
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
(255
)

︒
第
一
に
︑﹁
個
人
が
婚
姻
の
法
律
関
係
を
創
出
す
る
た
め
に

使
用
で
き
る
枠
組
み
を
創
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
権
﹂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
﹁
婚
姻
す
る
権
能
の
権
利
﹂︑
第
二
に
︑﹁
婚
姻
す
る
権
能
を

行
使
す
る
個
人
の
選
択
に
政
府
が
介
入
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
請
求
権
﹂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
﹁
権
能
行
使
の
自
由
権
﹂
で
あ
る
(256
)
︒
と
り
わ
け
︑

後
者
は
︑
前
者
の
﹁
婚
姻
す
る
権
能
の
行
使
﹂
に
対
す
る
国
家
の
﹁
介
入
排
除
請
求
権
﹂
と
し
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
(257
)
︒

こ
れ
ら
二
つ
の
対
国
家
﹁
請
求
権
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
婚
姻
制
度
を
創
設
す
る
国
家
の
作
為
義
務
︑
個
人
の
婚
姻
の
自
由
の
行
使
に
対
す

る
不
作
為
義
務
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
Strauss
は
︑
後
者
の
国
家
の
不
作
為
義
務
に
対
応
す
る
権
利
と
し
て
︑﹁
婚
姻
す

る
権
能
の
行
使
﹂
に
対
す
る
国
家
の
﹁
介
入
排
除
請
求
権
﹂
を
観
念
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
憲
法
学
に
お
い
て
︑﹁
国
家
に
対
す
る
不
作
為

請
求
﹂
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
防
御
権
(258
)
﹂
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で

Strauss
は
︑
権
利
の
構
造
か
ら
し
て
︑
﹁
婚

姻
の
自
由
﹂
は
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
婚
姻
の
﹁
権
能
﹂
と
そ
れ
を
具
体
化
す
る
国
家
の
作
為
義
務
に
対
応
す
る
権
利
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
こ

ろ
︑
か
か
る
自
由
が
実
効
性
を
持
つ
た
め
に
は
︑
婚
姻
す
る
権
能
の
行
使
に
対
す
る
﹁
防
御
権
的
構
成
﹂
を
も
観
念
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
(259
)

︒

翻
っ
て
︑
日
本
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
﹁
防
御
権
﹂
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
対
し
て
︑﹁
制
度
的
自
由
説
﹂
か

ら
異
論
が
呈
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
こ
の
説
は
︑
婚
姻
の
自
由
の
誤
っ
た
内
容
形
成
を
防
御
権
的
に
構
成
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
理
由
と

し
て
︑﹁
憲
法
の
次
元
で
︑
あ
る
べ
き
婚
姻
・
家
族
制
度
の
基
本
形
態
︵﹃
原
則
﹄︶
﹂
が
一
義
的
に
確
定
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
︒
そ
し
て
︑

そ
の
よ
う
な
﹁
基
本
形
態
︵﹃
原
型
﹄︶
﹂
の
不
確
定
性
か
ら
︑
婚
姻
の
自
由
の
よ
う
な
﹁
法
制
度
に
依
存
す
る
憲
法
上
の
権
利
﹂
に
関
し
て
は
︑

主
と
し
て
︑﹁
防
御
権
と
は
異
な
る
﹃
権
利
﹄
の
あ
り
方
を
構
想
す
る
こ
と
﹂
が
望
ま
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
(260
)

︒
し
か
し
︑
以
下
で
も
確
認

す
る
よ
う
に
︑
上
述
の

H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
基
づ
く
分
析
を
前
提
に
す
れ
ば
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
内
容
か
ら
︑
防
御
権
的
側

面
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(261
)
︒
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確
か
に
︑
こ
れ
ま
で
の
構
造
分
析
に
お
い
て
も
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
は
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
個
人
が
︑
他
の
人
格
と
の
間
に
婚
姻
に
関
す

る
法
律
関
係
を
創
出
す
る
権
能
で
あ
り
︑
そ
の
権
能
の
実
現
の
た
め
に
は
︑
国
家
に
よ
る
婚
姻
制
度
の
創
設
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の

余
地
は
な
い
︒
こ
こ
で
も
な
お
︑
依
然
と
し
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
︑
国
家
の
作
為
義
務
に
対
応
す
る
﹁
積
極
的
権
利
﹂
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
国
家
に
婚
姻
制
度
を
創
設
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
二
人
格
間
の
婚﹅

姻﹅

に﹅

関﹅

す﹅

る﹅

法﹅

律﹅

関﹅

係﹅

の
創
出
を
可
能
に
す
る
適
切

な
枠
組
み
を
提
供
す
る
た
め
で
あ
っ
て
︑
国
家
は
︑﹁
婚
姻
そ
れ
自
体
に
は
本
質
的
に
内
在
﹂
し
な
い
事
項
を
婚
姻
に
付
随
さ
せ
る
権
限
を

本
来
的
に
付
与
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
よ
う
に
婚
姻
に
本
質
的
で
な
い
規
定
に
関
し
て
︑
国
家
の
立
法
権
限
を
正
当
化
す
る

た
め
に
は
︑
婚
姻
の
自
由
の
他
に
︑
別
途
そ
の
規
定
の
立
法
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
こ
に
お
い
て
︑
婚
姻
の
自
由
の
自
由
権
と
し
て
の
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
第
一
に
︑
一
旦
︑
婚
姻
の
自
由
が
法
律
に
よ
る
内
容
形

成
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
婚
姻
の
権
能
を
行
使
す
る
こ
と
に
関
し
て
︑
個
人
は
﹁
特
権
﹂
を
持
つ
︒
こ
の
特
権
を
無
視
し

て
︑
国
家
が
︑
婚
姻
す
る
か
し
な
い
か
の
個
人
の
選
択
に
干
渉
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑
結
果
的
に
︑
個
人
の
婚
姻
に
関
す
る
法
律
関
係
を

変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
婚
姻
の
自
由
は
︑
個
人
に
︑
当
該
干
渉
行
為
に
対
し
て
国
家
が
無
能
力
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
﹁
免
除
権
﹂
と
し
て
機
能
す
る
︒
以
上
の
﹁
特
権
﹂
と
﹁
免
除
権
﹂
と
を
併
せ
て
︑
婚
姻
の
自
由
の
自
由
権
的
側
面
な
い
し
は
防
御
権

的
側
面
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
り
︑
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
依
拠
す
る
限
り
︑
こ
れ
ら
の
側
面
を
婚
姻
の
自
由
の
規
範
内
容
か
ら
排

除
す
る
必
然
的
な
理
由
は
存
し
な
い
︒

ま
た
︑
第
二
に
︑
夫
婦
同
氏
制
合
憲
判
決
や
再
婚
禁
止
期
間
違
憲
判
決
の
よ
う
に
︑
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
に
当
た
る
民
法
の
規
定
に
︑

婚
姻
に
本
質
的
に
内
在
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
内
容
が
含
ま
れ
る
場
合
︑
そ
れ
は
誤
っ
た
内
容
形
成
の
可
能
性
が
あ
り
︑
婚
姻
の
自
由
の

制
限
と
し
て
評
価
し
得
る
(262
)
︒
実
際
︑
夫
婦
同
氏
制
合
憲
判
決
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑
婚
姻
の
法
律
効
果
に
関
す
る
特
定
の
条
項
が
事
実
上
の

婚
姻
障
害
と
し
て
機
能
す
る
場
合
︑
問
題
と
な
る
規
定
が
︑
内
容
形
成
の
皮
を
被
っ
た
侵
害
的
法
律
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
を
排
除
で
き
な

い
︒
こ
の
限
り
で
︑
国
家
が
誤
っ
た
条
件
の
も
と
で
個
人
に
婚
姻
す
る
権
能
の
権
利
を
行
使
さ
せ
る
こ
と
も
ま
た
︑
婚
姻
の
自
由
の
侵
害
と
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し
て
評
価
し
得
る
︒

第
三
款

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
根
拠
と
婚
姻
制
度
の
必
要
性

�

保
障
根
拠
の
所
在

以
上
の
権
利
概
念
の
構
造
分
析
に
よ
っ
て
︑
婚
姻
の
自
由
が
︑
親
密
な
他
者
と
の
間
に
婚
姻
に
関
す
る
法
律
関
係
を
創
出
す
る
﹁
権
能
﹂

と
し
て
の
側
面
を
︑
そ
の
権
利
概
念
の
中
心
的
な
構
成
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
そ
の
﹁
権
能
の
権
利
﹂
が
︑
対
国
家
関
係
に
お

い
て
は
︑
そ
の
権
利
行
使
の
た
め
の
枠
組
み
の
創
設
を
求
め
る
﹁
婚
姻
す
る
権
能
の
請
求
権
﹂
と
︑﹁
婚
姻
す
る
権
能
の
行
使
﹂
に
対
す
る

﹁
介
入
排
除
請
求
権
﹂
へ
と
転
換
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
な
お
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
何﹅

故﹅

︑
国﹅

家﹅

は﹅

︑

私﹅

人﹅

間﹅

の﹅

親﹅

密﹅

な﹅

関﹅

係﹅

を﹅

︑
法﹅

を﹅

通﹅

じ﹅

て﹅

規﹅

律﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

憲﹅

法﹅

上﹅

義﹅

務﹅

付﹅

け﹅

ら﹅

れ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

の﹅

か﹅

︑
ま
た
︑
そ﹅

の﹅

作﹅

為﹅

義﹅

務﹅

に﹅

対﹅

応﹅

す﹅

る﹅

権﹅

利﹅

と﹅

し﹅

て﹅

︑
何﹅

故﹅

︑
個﹅

人﹅

に﹅

﹁
婚﹅

姻﹅

の﹅

自﹅

由﹅

﹂
な﹅

る﹅

も﹅

の﹅

が﹅

保﹅

障﹅

さ﹅

れ﹅

な﹅

け﹅

れ﹅

ば﹅

な﹅

ら﹅

な﹅

い﹅

の﹅

か﹅

︑
と
い
う
権
利
の
原
理
的
な
正
当
性
に
関

わ
る
問
題
で
あ
る
︒
規﹅

範﹅

内﹅

在﹅

的﹅

に﹅

︑
同
性
間
の
婚
姻
を
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
適
用
範
囲
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
本
稿
の

立
場
に
お
い
て
︑
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
正
当
化
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
予
備
的
作
業
と
な
る
︒

憲
法
学
に
お
い
て
︑
こ
の
問
い
に
明
示
的
な
答
え
を
与
え
て
い
た
の
が
︑﹁
自
然
的
自
由
説
﹂
に
立
つ
高
橋
和
之
で
あ
る
︒
高
橋
に
よ
る

と
︑
婚
姻
制
度
と
は
︑﹁
社
会
で
自
生
的
に
成
立
す
る
人
間
の
営
み
で
あ
り
︑
し
か
し
そ
れ
を
ま
っ
た
く
各﹅

人﹅

の﹅

自﹅

由﹅

に﹅

任﹅

せ﹅

る﹅

と﹅

い﹅

ろ﹅

い﹅

ろ﹅

な﹅

問﹅

題﹅

が﹅

生﹅

じ﹅

る﹅

の
で
︑
そ﹅

れ﹅

を﹅

予﹅

防﹅

し﹅

皆﹅

が﹅

平﹅

等﹅

に﹅

婚﹅

姻﹅

生﹅

活﹅

を﹅

送﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

で﹅

き﹅

る﹅

よ﹅

う﹅

に﹅

︑
社
会
の
要
請
に
応
え
て
国
家
が
規
律

を
施
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
(263
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
高
橋
は
︑
婚
姻
制
度
が
必
要
な
理
由
を
︑
婚
姻
生
活
に
お
い
て
﹁
自
由
﹂
が
引
き

起
こ
す
問
題
の
予
防
と
︑
す
べ
て
の
人
の
﹁
平
等
﹂
な
﹁
婚
姻
生
活
﹂
に
求
め
て
い
る
︒
と
り
わ
け
︑
後
者
の
﹁
平
等
﹂
な
﹁
婚
姻
生
活
﹂

は
︑
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
婚
姻
が
夫
婦
別
氏
制
を
求
め
る
異
性
間
の
関
係
で
あ
る
限
り
で
︑
婚
姻
関
係
に
お
け
る
配
偶
者
間
の
﹁
対
等

性
﹂
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
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翻
っ
て
︑
学
説
が
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
婚
姻
に
関
す
る
﹁
法
制
度
を
利
用
す
る
権
利
﹂
と
し
て
説
明
す
る
と
き
に
︑
そ
こ
で
の
﹁
婚
姻
﹂

が
具
体
的
に
如
何
な
る
家
族
形
態
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
︑
何
故
︑
そ
の
よ
う
な
家
族
形
態
を
規
律
す
る
制
度
の
創
設
が
憲
法
上
正
当
化

さ
れ
る
の
か
は
︑
あ
ま
り
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
︑
学
説
に
お
い
て
は
︑
憲
法
二
四
条
の
存
在
が
︑
法
律
婚
制
度
の

正
当
性
を
そ
れ
だ
け
で
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
(264
)
︒
こ
の
点
で
︑
婚
姻
の
自
由
を
自
然
的
自
由
で
あ
る

と
解
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
︑
婚
姻
制
度
の
正
当
化
理
由
を
積
極
的
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
高
橋
の
主
張
は
︑﹁
婚

姻
の
自
由
﹂
の
保
障
根
拠
を
検
討
す
る
う
え
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
指
摘
を
含
む
も
の
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
本
稿
が
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
の
分
析
で
示
し
た
よ
う
に
︑
婚
姻
制
度
お
よ
び
婚
姻
の
自
由
の
保
障
根
拠
は
︑
先
に
高
橋
が

指
摘
し
た
も
の
以
上
に
︑
種
々
あ
り
得
る
︒
例
え
ば
︑
本
稿
は
︑
ア
メ
リ
カ
法
の
文
脈
に
お
い
て
︑
婚
姻
制
度
を
正
当
化
す
る
﹁
公
共
的
理

由
﹂
と
し
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
と
︑﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
と
い
う
価

値
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
(265
)
︒
日
本
法
に
お
い
て
も
︑
さ
し
あ
た
り
︑
異
性
間
の
婚
姻
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
こ
れ
ら
の
価
値
を
既
存

の
法
律
婚
制
度
の
保
護
法
益
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
は
︑
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
現
行
の
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
民
法
の
規
定
が
︑

婚
姻
関
係
と
親
子
関
係
の
連
続
性
を
重
視
す
る
﹁
家
族
モ
デ
ル
﹂
を
典
型
と
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
民
法
学
説
に
お
い
て
夙
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
(266
)

︒
婚
姻
に
関
す
る
種
々
の
法
的
効
果
の
な
か
で
も
︑﹁
夫
婦
間
の
子
が
夫
婦
の
共
同
親
権
に
服
す
る
嫡
出
子
と
な
る
と
い

う
こ
と
﹂
が
﹁
特
に
︑
重
要
な
法
的
効
果
と
し
て
﹂
位
置
づ
け
ら
れ
る
日
本
の
家
族
法
に
お
い
て
(267
)
︑
上
記
の
二
つ
の
価
値
を
そ
の
法
の
背
景

を
成
す
基
本
的
価
値
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
は
︑
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
婚
姻
制
度
に
親
子
関
係
に
関
す
る
規
律
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
が
十
分
に
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
︑﹁
将
来
世
代
の

持
続
的
な
形
成
﹂
と
い
う
価
値
が
︑
婚
姻
に
本
質
的
に
内
在
す
る
価
値
で
あ
る
と
ま
で
言
え
る
か
は
疑
わ
し
い
︒
ま
ず
も
っ
て
︑
婚
姻
の
自

由
と
は
︑
あ
る
人
格
が
他
の
人
格
と
の
間
に
婚
姻
に
関
す
る
法
律
関
係
を
創
出
す
る
権
能
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
子
を
持
つ
夫
婦
に
と
っ
て
︑

夫
婦
間
の
子
に
関
す
る
定
め
が
当
該
法
律
関
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
も
の
の
︑
各
夫
婦
が
持
つ
婚
姻
に
関
す
る
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権
能
は
︑
そ
の
夫
婦
の
子
の
法
的
地
位
を
変
化
さ
せ
る
権
利
ま
で
当
然
に
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
親
子
間
の
法
律
関
係
に
関

す
る
権
能
は
︑
親
の
権
利
や
子
の
権
利
と
い
う
よ
う
に
︑
婚
姻
の
自
由
と
は
異
な
る
権
利
概
念
の
も
と
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

る
︒こ

の
よ
う
に
︑﹁
将
来
世
代
の
持
続
的
な
形
成
﹂
と
い
う
価
値
は
︑﹁
婚
姻
家
族
﹂
を
典
型
と
す
る
既
存
の
法
律
婚
制
度
に
お
い
て
︑
そ
の

制
度
を
支
え
る
重
要
な
﹁
公
共
的
理
由
﹂
の
一
つ
に
な
り
得
て
も
︑
婚
姻
の
自
由
に
固
有
の
保
障
根
拠
で
あ
る
と
ま
で
は
言
い
難
い
︒
実
際
︑

効
果
意
思
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
︑
子
に
嫡
出
子
と
し
て
の
地
位
を
得
さ
せ
る
た
め
の
便
法
と
し
て
な
さ
れ
た
婚
姻
の
届
出
は
︑

無
効
と
判
断
さ
れ
て
い
る
(268
)

︒
こ
の
こ
と
は
︑
婚
姻
関
係
の
法
的
規
律
が
︑
そ
れ
自
体
︑
親
子
関
係
の
法
的
規
律
と
は
独
立
し
た
目
的
の
も
と

に
観
念
し
得
る
こ
と
を
暗
に
示
唆
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
婚
姻
関
係
の
法
的
規
律
は
︑
そ
れ
自
体
︑
そ
の
関
係
に
固
有
の
内
在
的
な
価
値
に

よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︒

こ
の
限
り
で
︑
高
橋
が
婚
姻
制
度
の
存
在
理
由
と
し
て
指
摘
す
る
︑
婚
姻
生
活
に
お
け
る
﹁
自
由
﹂
と
﹁
対
等
性
﹂
の
確
保
や
︑
本
稿
が

示
し
た
﹁
婚
姻
の
誓
約
の
公
的
承
認
に
よ
る
人
格
的
関
係
の
安
定
化
﹂
と
い
っ
た
価
値
は
︑
い
ず
れ
も
︑
婚
姻
関
係
に
関
す
る
法
的
規
律
の

有
力
な
正
当
化
根
拠
に
な
り
得
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
れ
ら
の
二
つ
の
根
拠
は
︑
目
的
と
手
段
の
関
係
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
︑
後
者
の
人

格
的
関
係
の
安
定
化
と
い
う
価
値
は
︑
手
段
た
る
前
者
の
目
的
と
し
て
︑
婚
姻
生
活
に
お
け
る
﹁
自
由
﹂
と
﹁
対
等
性
﹂
の
確
保
を
通
じ
て

結
果
的
に
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
で
は
︑
端
的
に
︑
婚
姻
の
自
由
の
保
障
根
拠
を
婚
姻
生
活
に
お
け
る
﹁
自
由
﹂
と

﹁
対
等
性
﹂
の
確
保
に
限
定
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
な
お
︑
こ
の
保
障
根
拠
か
ら
︑
何
故
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
国
家
の
作
為
義
務
に

対
応
す
る
積
極
的
権
利
が
︑
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
の
か
を
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
就
中
︑
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
要
請
を

現
行
の
憲
法
典
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
ど
の
憲
法
条
文
に
依
拠
す
る
か
に
関
係
な
く
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
権
利
そ
れ
自

体
の
規
範
的
正
当
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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婚
姻
の
誓
約
と
不
完
全
義
務

契
約
の
自
由
お
よ
び
親
密
な
結
合
の
自
由
と
の
対
比

そ
こ
で
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
権
利
概
念
の
規
範
的
正
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
婚
姻
の
自
由
を
類
似
の
権
利
概
念
と
対
比

さ
せ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
当
該
権
利
概
念
と
多
く
の
共
通
点
を
持
ち
︑
し
ば
し
ば
︑
そ
の
保
障
内
容
の
重
複
か
ら
︑
婚
姻
の
自

由
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
︑
契
約
の
自
由
︑
お
よ
び
︑
親
密
な
結
合
の
自
由
と
の
対
比
で
あ
る
︒
広
く
︑
契
約
を
当
事
者
間
の

合
意
に
基
づ
く
約
束
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
︑
婚
姻
も
ま
た
︑
配
偶
者
間
の
合
意
を
基
礎
と
す
る
約
束
と
し
て
︑
契
約
の
一
類
型
に
属
す

る
︒
し
か
し
︑
契
約
的
家
族
観
や
婚
姻
制
度
廃
止
論
が
現
行
の
婚
姻
制
度
の
契
約
化
を
強
く
主
張
す
る
と
き
︑
そ
こ
で
の
婚
姻
は
︑
通
常
民

法
で
想
定
さ
れ
て
い
る
契
約
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
民
法
が
前
提
と
す
る
﹁
契
約
の
自
由
の
原
則
﹂

が
︑
契
約
に
関
す
る
当
事
者
間
の
﹁
内
容
形
成
の
自
由
﹂
や
﹁
方
式
の
自
由
﹂
を
謳
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
(269
)

︑
民
法
は
︑
婚
姻
に
関
し

て
︑
こ
れ
ら
の
自
由
を
当
事
者
に
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
(270
)

︒
婚
姻
制
度
の
全
面
的
な
契
約
化
を
求
め
る
論
者
の
不
満
は
︑
主
と
し
て
︑

こ
の
よ
う
な
婚
姻
制
度
の
不
自
由
に
起
因
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
︒

他
方
で
︑
契
約
の
自
由
と
同
様
に
︑
親
密
な
結
合
の
自
由
と
い
う
権
利
概
念
も
ま
た
︑
婚
姻
の
自
由
と
重
複
す
る
規
範
内
容
を
持
つ
︒
例

え
ば
︑
そ
の
提
唱
者
の
一
人
で
あ
る
竹
中
勲
の
定
義
に
よ
る
と
︑﹁
親
密
な
人
的
結
合
の
自
由
﹂
と
は
︑
本
来
的
に
﹁
個
人
が
他
の
個
人
と

合
意
の
上
で
︑
親
密
な
人
的
結
合
関
係
を
取
り
結
ぶ
行
為
﹂
を
保
護
の
対
象
と
す
る
権
利
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑
こ
の
自
由
の
射
程
は
︑

異
性
間
の
婚
姻
だ
け
で
な
く
︑
同
性
間
の
共
同
生
活
や
婚
姻
外
の
親
密
な
人
的
結
合
に
も
及
ぶ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
(271
)
︒
ま
た
︑
こ
の
点

に
関
連
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
学
者
で
あ
る

C
ass
Sunstein
は
︑
憲
法
の
次
元
で
︑
政
府
の
婚
姻
制
度
設
営
義
務
を
観
念
す
る
こ
と
に

否
定
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
政
府
が
婚
姻
制
度
を
創
出
し
て
い
る
限
り
で
︑
そ
の
制
度
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
否
定
を
﹁
親
密
な
結

合
の
権
利
﹂
の
侵
害
と
し
て
評
価
す
べ
き
だ
と
す
る
(272
)
︒
親
密
な
結
合
の
自
由
が
︑
な
お
︑
婚
姻
の
自
由
の
規
範
内
容
の
一
部
を
構
成
す
る
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
権
利
概
念
が
︑
契
約
の
自
由
ま
た
は
親
密
な
結
合
の
自
由
と
重
複
す
る
内
容
を
も
つ
こ
と
か
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ら
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
婚
姻
制
度
を
廃
止
し
て
︑
婚
姻
の
自
由
と
い
う
権
利
概
念
を
憲
法
の
権
利
の
カ
タ
ロ
グ
か
ら
完
全
に
抹
消
し
た
と

し
て
も
︑
理
論
的
に
は
何
ら
支
障
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
確
か
に
︑
学
説
も
︑
憲
法
二
四
条
の
い
う
婚
姻
が
︑
も
と
を
辿
れ

ば
︑﹁
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
く
契
約
的
関
係
(273
)
﹂
ま
た
は
﹁
親
密
な
私
的
結
合
関
係
(274
)
﹂
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
婚

姻
関
係
に
は
︑
売
買
や
賃
貸
借
な
ど
の
純
粋
な
取
引
的
関
係
に
は
単
純
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
︒
こ
の
側
面
の
存
在
が
︑
国
家
に
よ
る
婚
姻
制
度
の
設
営
を
義
務
付
け
︑
そ
の
制
度
を
利
用
す
る
権
利
を
国
民
に
保
障
す
る
こ
と

を
基
礎
付
け
る
︒

そ
の
側
面
こ
そ
︑﹁
婚
姻
の
誓
約
︵
m
arital
com
m
itm
ent︶
﹂
が
内
包
す
る
︑
婚
姻
の
相
手
方
に
対
す
る
無
制
約
の
人
格
的
な
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
婚
姻
を
財
産
関
係
と
し
て
見
る
な
ら
ば
︑
配
偶
者
間
の
婚
姻
費
用
の
分
担
や
日
常
家
事
債
務
な
ど
︑
婚
姻
関
係

を
契
約
的
な
取
引
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
︒
契
約
の
自
由
や
親
密
な
結
合
の
自
由
は
︑
婚
姻
の
自
由
に
代
え
て
︑

こ
れ
ら
の
契
約
的
な
取
引
関
係
を
十
分
に
保
護
の
対
象
と
し
得
る
︒
し
か
し
他
方
で
︑
婚
姻
の
当
事
者
ら
が
︑
当
事
者
間
の
継
続
的
な
信
頼

関
係
を
前
提
に
︑
婚
姻
の
相
手
方
に
対
し
て
同
居
義
務
や
協
力
義
務
な
ど
の
一
定
の
行
為
規
範
の
遵
守
を
期
待
す
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
︒
一
般
的
に
︑
こ
れ
ら
の
人
格
的
な
関
係
に
関
す
る
義
務
の
履
行
は
︑
婚
姻
中
︑
そ
の
義
務
の
履
行
を
婚
姻
の
相
手
方
に
強
制
す
る
こ
と

が
法
的
に
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(275
)
︒
更
に
ま
た
︑
婚
姻
と
は
異
な
る
契
約
を
通
じ
て
︑
こ
れ
ら
の
人
格
的
な
義
務
を
設
定
し
た
と
し
て

も
︑﹁
婚
姻
以
上
に
強
い
存
続
保
障
を
す
る
と
い
う
契
約
﹂
は
﹁
過
度
に
人
身
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
﹂

と
い
う
(276
)
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
婚
姻
と
は
異
な
る
契
約
は
︑
配
偶
者
間
の
人
格
的
な
義
務
に
つ
き
︑
十
分
な
存
続
保
障
を
提
供
し
得
え
な
い
の

で
あ
る
︒

こ
の
点
︑
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
学
者
で
あ
る

G
regg
Strauss
も
ま
た
︑
婚
姻
当
事
者
の
相
互
支
援
︵
m
utual
support︶
と
い
う
不﹅

完﹅

全﹅

な﹅

義
務
︵
im
perfect
duty
︶
を
契
約
法
の
論
理
を
通
じ
て
遂
行
さ
せ
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
を
指
摘
す
る
(277
)
︒
例
え
ば
︑
契
約
法
は
︑
比

較
的
明
瞭
な
義
務
の
強
制
︵
enforcem
ent︶
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
︑
当
事
者
の
一
方
が
当
該
義
務
を
履
行
し
な
い
と
い
う
選
択
を
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し
た
場
合
に
は
︑
他
方
当
事
者
は
︑
一
方
当
事
者
の
選
択
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
や

特
定
の
義
務
の
遂
行
を
求
め
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
権
利
を
契
約
の
当
事
者
に
認
め
る
こ
と
で
︑
契
約
法
は
︑﹁
交
換

の
自
由
を
各
人
が
他
者
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
な
く
行
使
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
(278
)
﹂︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
婚
姻
は
︑
し
ば
し
ば
︑
共
同
生
活

に
お
け
る
配
偶
者
間
の
相
互
支
援
と
い
う
不
明
瞭
で
無
限
定
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
︑
婚
姻
法
の
目
的
は
︑
こ
の

コ
ミ
ッ
ト
し
た
関
係
か
ら
生
ず
る
無
制
約
の
支
援
義
務
を
婚
姻
の
当
事
者
の
持
つ
自
由
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
︒﹁
生
活
を
共

有
す
る
配
偶
者
ら
は
︑
経
済
的
な
交
換
に
従
事
し
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
ほ
と
ん
ど
明
確
な
義
務
を
交
換
す
る
交
渉
を
行
わ
な
い
(279
)

﹂
︒
む
し
ろ
︑

配
偶
者
間
の
相
互
支
援
と
い
う
不
完
全
な
義
務
は
︑﹁
最
低
限
の
努
め
以
上
の
こ
と
を
要
求
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
婚
姻
の
誓
約
を
遵
守

す
る
の
に
︑
ど
の
程
度
の
支
援
が
必
要
と
な
る
の
か
は
︑
当
該
カ
ッ
プ
ル
の
財
政
状
態
︑
共
同
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
︑
独
立
し
た
目
的
に
関

す
る
自
由
裁
量
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
(280
)

﹂︒
こ
の
よ
う
に
︑
婚
姻
の
当
事
者
に
課
せ
ら
れ
た
支
援
の
義
務
の
内
容
は
︑
各
婚
姻
当
事
者
の
自

由
裁
量
に
基
づ
く
選
択
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
確
と
な
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
Strauss
は
︑
婚
姻
関
係
の
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ト
し
た
関
係
が
︑
こ
の
よ
う
な
特
定
の
行
為
の
遂
行
に
限
定
さ
れ
な
い
不

完
全
な
義
務
を
伴
う
こ
と
に
︑
契
約
法
と
婚
姻
法
と
の
相
違
を
見
出
し
て
い
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
婚
姻
法
の
特
質
は
︑
配
偶
者
間
の
相
互
支

援
と
い
う
不
完
全
な
義
務
を
前
提
に
︑
不
確
定
で
流
動
性
の
あ
る
親
密
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
な
す
自
由
を
個
人
に
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
︑
婚
姻
法
の
目
的
は
︑
そ
の
コ
ミ
ッ
ト
し
た
関
係
を
形
成
す
る
親
密
な
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と

に
留
ま
ら
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
親
密
な
関
係
形
成
の
自
由
を
一
方
の
配
偶
者
が
他
方
配
偶
者
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
行
使
さ
せ
る
こ
と

も
ま
た
︑
婚
姻
法
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
と
い
う
(281
)
︒

こ
の
こ
と
を
︑
Strauss
は
︑﹁
婚
姻
の
入
口
と
出
口
﹂
を
規
制
す
る
ル
ー
ル
を
例
に
出
し
て
︑
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑

婚
姻
法
は
︑﹁
婚
姻
の
入
口
と
出
口
﹂
を
規
制
し
て
い
る
と
こ
ろ
︑
婚
姻
の
入
口
︵
＝
婚
姻
の
成
立
︶
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
︑
婚
姻
の
当
事
者

に
柔
軟
で
不
完
全
な
義
務
を
創
出
す
る
権
能
を
付
与
す
る
一
方
で
︑
婚
姻
が
配
偶
者
の
死
亡
ま
た
は
離
婚
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
と
き
︑
婚
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姻
の
出
口
︵
＝
婚
姻
の
解
消
︶
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
︑
離
婚
時
の
公
平
な
財
産
の
分
割
や
離
婚
後
扶
養
料
︵
alim
ony
︶
な
ど
の
規
定
を
通
じ
て
︑

配
偶
者
の
一
方
の
み
が
婚
姻
中
に
な
さ
れ
た
選
択
に
よ
っ
て
不
平
等
な
状
態
に
置
か
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
婚
姻
法
の

目
的
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
婚
姻
の
入
口
と
出
口
﹂
の
規
制
を
通
じ
て
︑
婚
姻
の
当
事
者
が
持
つ
︑
他
者
と
の
間
に
不
完
全
な
義
務
を
伴
う
コ

ミ
ッ
ト
し
た
関
係
を
創
出
す
る
自﹅

由﹅

と
︑
そ
の
自
由
に
関
す
る
婚
姻
当
事
者
間
の
対﹅

等﹅

性﹅

を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
(282
)
︒﹁
我
々
は
︑
生
を

共
有
す
る
こ
と
が
対
等
な
自
由
と
調
和
し
得
る
限
り
で
︑
自
由
に
生
の
共
有
を
な
す
べ
き
で
あ
り
︑
ま
た
婚
姻
法
が
こ
の
緊
張
を
解
消
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
我
々
は
︑
民
事
婚
に
対
す
る
基
本
的
な
権
利
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
(283
)

﹂
︒

こ
こ
に
改
め
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
権
利
概
念
の
規
範
的
正
当
性
が
︑
婚
姻
生
活
に
お
け
る
﹁
自
由
﹂
と
﹁
対
等
性
﹂
の
確
保
に

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
他
者
と
の
間
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
関
係
を
創
出
す
る
権
能
は
︑
そ
の
権
能
の
権
利
の
行
使
が
︑
当
事
者
間
の
対
等
な

自
由
を
確
保
し
得
る
限
り
で
の
み
認
め
ら
れ
る
︒
親
密
な
結
合
の
自
由
は
︑
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ト
し
た
関
係
を
創
出
す
る
権
利
を
個
人
に

保
障
す
る
一
方
で
︑
そ
の
関
係
内
の
対
等
性
を
確
保
す
る
た
め
の
外
在
的
な
制
約
を
も
内
包
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
国
家
は
︑
そ
の
よ
う
な

対
等
性
の
確
保
を
婚
姻
制
度
を
通
じ
て
行
う
︒
ま
た
︑
配
偶
者
間
の
婚
姻
の
誓
約
が
︑
財
産
関
係
に
還
元
し
得
な
い
人
格
的
な
義
務
な
い
し

は
不
完
全
な
義
務
を
伴
う
限
り
で
︑
法
律
関
係
に
お
け
る
内
容
形
成
や
方
式
の
自
由
を
前
提
と
す
る
契
約
の
自
由
の
原
則
か
ら
︑
こ
れ
ら
の

義
務
の
公
平
な
実
現
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
国
家
は
︑
婚
姻
と
い
う
特
殊
な
契
約
類
型
を
用
い
て
︑
こ

の
よ
う
な
婚
姻
の
誓
約
に
伴
う
不
完
全
な
義
務
を
考
慮
し
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
婚
姻
関
係
を
形
成
す
る
個
人
の
親
密
な
自
由
と
配
偶
者

間
の
対
等
性
を
調
和
さ
せ
る
︒
裏
を
返
せ
ば
︑
個
人
が
︑
他
者
と
の
間
に
不
完
全
な
義
務
を
伴
う
親
密
な
関
係
を
形
成
し
続
け
る
限
り
︑
国

家
は
︑
婚
姻
制
度
を
創
設
す
る
義
務
を
負
い
︑
そ
の
国
家
の
作
為
義
務
に
対
応
す
る
権
利
と
し
て
︑
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
積
極
的
権
利

の
保
障
が
︑
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
︒
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第
四
款

﹁
尊
厳
﹂
と
結
び
付
い
た
権
利
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂

�

憲
法
二
四
条
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂

か
く
し
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
根
拠
は
︑
婚
姻
関
係
を
形
成
す
る
個
人
の
親
密
な
結
合
の
﹁
自
由
﹂
と
配
偶
者
間
の
﹁
対
等
性
﹂

の
調
和
に
求
め
ら
れ
る
︒
裏
を
返
せ
ば
︑
国
家
の
創
設
す
る
婚
姻
制
度
の
正
当
性
は
︑
個
人
の
親
密
な
結
合
の
自
由
そ
れ
自
体
か
ら
直
接
的

に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
親
密
な
結
合
の
自
由
が
尊
重
さ
れ
る
の
は
︑
そ
の
自
由
が
︑
当
該
結
合
内
に
お
け
る
当
事
者

間
の
対
等
な
自
由
を
確
保
し
得
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
憲
法
に
よ
っ
て
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
︑
個

人
の
親
密
な
関
係
形
成
の
自
由
そ
れ
自
体
が
保
護
に
値
す
る
か
ら
な
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
そ
の
親
密
な
関
係
形
成
か
ら
生
じ
得
る
︑
当

事
者
間
の
不
平
等
な
権
利
義
務
関
係
を
法
に
よ
っ
て
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
婚
姻
法
は
︑
個
人
が
︑
親
密
な
関
係
に
あ
る
相

手
方
と
の
関
係
に
お
い
て
不
平
等
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
者
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
︒

翻
っ
て
︑
以
上
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
に
関
す
る
本
稿
の
説
明
は
︑
憲
法
二
四
条
の
文
言
の
趣
旨
と
も
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
憲
法

二
四
条
が
︑﹁
婚
姻
﹂
が
﹁
同
等
の
権
利
﹂
を
持
つ
﹁
夫
婦
﹂
の
﹁
相
互
の
協
力
に
よ
り
︑
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
こ
と
を
定
め

つ
つ
︑
な
お
︑
そ
の
﹁
婚
姻
﹂
に
関
す
る
法
律
が
︑﹁
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
﹂
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
た
こ
と
は
︑
婚
姻
関
係
が
︑
多
分
に
︑
一
方
の
配
偶
者
に
よ
る
他
方
配
偶
者
の
支
配
従
属
関
係
に
転
ず
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
︒
ま
さ
し
く
︑
明
治
憲
法
下
の
家
族
制
度
は
︑
夫
中
心
の
権
利
義
務
関
係
で
構
成
さ
れ
︑﹁
夫
と
妻
は

対
等
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
主
従
の
関
係
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
(284
)
﹂︒
そ
の
よ
う
な
家
制
度
下
の
夫
婦
間
の
不
平
等
な
法
律
関
係
を
是
正
す

る
べ
く
制
定
さ
れ
た
憲
法
条
文
こ
そ
︑
日
本
国
憲
法
二
四
条
に
他
な
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
二
四
条
の
保
障
す
る
婚
姻
の
自
由
を
︑
単
に
︑

個
人
の
親
密
な
結
合
の
自
由
を
保
障
し
た
も
の
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
親
密
な
結
合
の
自

由
の
行
使
の
結
果
男
女
間
に
形
成
さ
れ
る
法
律
関
係
を
婚
姻
制
度
を
通
じ
て
対
等
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
︑
そ
の
条
文
の
趣
旨
が
あ
る
と
解

63――同性婚の憲法的保護の可能性 ㈢・完



す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
︒
ま
さ
に
︑
憲
法
二
四
条
二
項
は
︑
当
初
か
ら
夫
婦
間
の
不
平
等
な
法
律
関
係
を
前
提
と
す
る
婚
姻
が
︑
当
該
婚
姻

関
係
に
お
い
て
従
属
的
な
立
場
に
置
か
れ
る
他
方
配
偶
者
の
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
を
毀
損
す
る
こ
と
に
な
る
が
故
に
︑
そ
の
是
正
を
法
律
を
通

じ
て
行
う
こ
と
を
立
法
者
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

�

二
つ
の
婚
姻
概
念
と
一
つ
の
憲
法
︑
あ
る
い
は
︑
二
つ
の
婚
姻
概
念
と
二
つ
の
憲
法
条
文

さ
し
あ
た
り
︑
上
述
の
憲
法
二
四
条
解
釈
か
ら
は
︑
婚
姻
に
関
す
る
男
女
間
の
法
律
関
係
が
両
当
事
者
の
対﹅

等﹅

な﹅

自﹅

由﹅

を
前
提
と
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
的
要
請
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
限
り
で
︑
大
方
の
学
説
が
憲
法
二
四
条
の
適
用
範
囲
を
異
性

間
の
婚
姻
に
限
定
し
て
語
っ
て
き
た
こ
と
に
も
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒

し
か
し
他
方
で
︑﹁
両
性
﹂
や
﹁
夫
婦
﹂
と
い
っ
た
憲
法
二
四
条
の
文
言
に
鑑
み
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
適
用
対
象
を
男
女
の
人
的
結
合

と
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
︑
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
し
て
も
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
権
利
の
規﹅

範﹅

的﹅

性﹅

格﹅

か
ら
︑
直
ち
に
︑
そ
の

自
由
の
適
用
範
囲
を
異
性
間
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
障
根
拠
は
︑

婚
姻
関
係
を
形
成
す
る
個
人
の
親
密
な
結
合
の
﹁
自
由
﹂
と
配
偶
者
間
の
﹁
対
等
性
﹂
の
調
和
に
あ
る
︑
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
︒

憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
こ
の
よ
う
な
保
障
根
拠
を
理
由
に
︑
国
家
に
婚
姻
に
関
す
る
法
制
度
の
創
設
を
義
務
付
け
︑

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
当
該
制
度
の
正
当
性
を
担
保
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
規﹅

範﹅

内﹅

在﹅

的﹅

に﹅

︑
婚
姻
の
自
由
の
保
護
範
囲
か
ら
同
性
間
の

関
係
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
必
然
的
な
理
由
は
存
し
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
同
性
間
の
婚
姻
が
︑
憲
法
二
四
条
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
な
く
と
も
︑

他
の
憲
法
条
文
の
も
と
で
︑
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
を
憲
法
上
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
自
由
を
憲
法
上
の
権
利
と

し
て
観
念
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
は
︑
立
法
者
が
同
性
間
の
婚
姻
の
締
結
の
権
利
を
法
律
で
認
め
た
場
合
に
ヨ
リ
強
く
妥
当
す
る
︒
例
え
ば
︑
そ
の
法

律
上
の
婚
姻
が
︑
憲
法
二
四
条
の
意
味
で
の
婚
姻
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
︑
一
般
的
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
同
性
間
に
保
障
し
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た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
結
果
︑
法
の
中
に
は
︑
次
元
の
異
な
る
二﹅

つ﹅

の﹅

婚﹅

姻﹅

概﹅

念﹅

が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
︒
ひ
と
つ
が
︑
異
性
間
と
同
性
間
の
生
活
共
同
体
が
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
お
い
て
完
全
に
対
等
に
扱
わ
れ
る
︑
民
法
上
お
よ
び
︵
税
法
や
社

会
保
障
法
な
ど
の
︶
そ
の
他
個
別
法
上
の
意
味
で
の
婚
姻
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
が
︑
こ
の
よ
う
な
法
の
全
体
的
な
部
分
か
ら
は
懸
け
離
れ

た
︑
憲
法
上
の
婚
姻
で
あ
る
(285
)
︒
そ
の
う
え
で
︑
民
法
上
お
よ
び
そ
の
他
個
別
法
上
の
意
味
で
の
婚
姻
に
対
応
す
る
同
性
間
の
婚
姻
に
憲
法
上

の
基
礎
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
と
き
︑
憲
法
二
四
条
で
は
な
く
︑
憲
法
一
三
条
が
︑
そ
の
意
味
で
の
婚
姻
の
有
力
な
条
文
上
の

根
拠
と
な
る
︒
要
約
す
れ
ば
︑
同
性
婚
立
法
が
国
会
で
可
決
さ
れ
た
と
き
︑
憲
法
と
法
律
の
異
な
る
次
元
に
お
い
て
︑
憲﹅

法﹅

二﹅

四﹅

条﹅

の﹅

婚﹅

姻﹅

と
法﹅

律﹅

上﹅

の﹅

婚﹅

姻﹅

が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
︑
後
者
の
意
味
で
の
婚
姻
に
何
ら
か
の
憲
法
上
の
基
礎
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑

憲
法
の
次
元
に
お
い
て
︑
更
に
︑
異﹅

性﹅

間﹅

の﹅

婚﹅

姻﹅

︵
憲
法
二
四
条
︶
と
同﹅

性﹅

間﹅

の﹅

婚﹅

姻﹅

︵
憲
法
一
三
条
︶
の
二
つ
の
婚
姻
概
念
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
︒

も
っ
と
も
︑
こ
こ
で
憲
法
上
の
婚
姻
と
法
律
上
の
婚
姻
の
乖
離
を
避
け
る
た
め
に
︑
解
釈
に
よ
っ
て
︑
動
態
的
に
憲
法
上
の
婚
姻
の
意
味

の
変
化
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
︒
そ
の
際
︑
二
つ
の
解
釈
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
ひ
と
つ
が
︑
憲
法
二
四
条
の
婚
姻
概
念
を
同
性

間
に
拡
張
す
る
解
釈
と
︑
も
う
ひ
と
つ
が
︑
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
憲
法
二
四
条
の
婚
姻
概
念
を
異
性
間
に
限
定
し
つ
つ
︑
憲
法
一
三
条

の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
の
も
と
で
同
性
間
の
婚
姻
の
保
障
を
導
く
解
釈
で
あ
る
︒
上
述
の
よ
う
に
︑
学
説
の
多
く
は
︑
憲
法
二
四
条
が
同

性
婚
を
異
性
婚
と
同
程
度
に
保
護
す
る
こ
と
ま
で
求
め
て
は
い
な
い
と
解
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
前
者
の
よ
う
に
︑
憲
法
二
四
条
の
婚
姻

概
念
を
同
性
間
に
拡
張
す
る
た
め
に
は
︑
当
初
は
︑
異
性
間
に
限
定
す
る
解
釈
が
妥
当
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
今
と
な
っ
て
︑
何
故
︑

そ
の
概
念
の
拡
張
が
要
請
さ
れ
る
の
か
を
合
理
的
に
説
明
す
る
︑
メ
タ
レ
ベ
ル
の
理
論
的
な
前
提
が
必
要
と
な
る
(286
)
︒
少
な
く
と
も
︑
憲
法
二

四
条
が
当
初
か
ら
同
性
婚
を
同
条
の
保
護
範
囲
に
含
め
る
こ
と
を
許
容
し
て
お
り
︑
同
条
の
も
と
で
同
性
婚
も
異
性
婚
と
同
程
度
の
保
護
が

要
請
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
な
い
限
り
︑
こ
の
よ
う
な
変
化
を
正
当
化
す
る
理
論
的
前
提
の
提
示
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
憲
法
一
三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
は
︑
当
初
か
ら
︑
個
別
の
憲
法
条
文
の
適
用
範
囲
か
ら
外
れ
る
基
本
権
を
補
充
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的
に
保
障
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
条
文
で
あ
り
︑
ま
た
︑
本
来
的
に
︑
同
条
を
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
根
拠
条
文
と
目
す
る
見
解
が
存
在
す
る

こ
と
は
︑
前
述
の
通
り
で
あ
る
(287
)

︒
し
た
が
っ
て
︑
同
条
を
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
の
根
拠
条
文
と
す
る
場
合
︑
そ
の
自
由
が
﹁
幸
福
追
求

権
﹂
規
定
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
を
論
証
す
れ
ば
足
り
︑
憲
法
二
四
条
を
根
拠
条
文
と
す
る
場
合
の
よ
う
に
︑
文
言
の
意
味
の
変

遷
を
正
当
化
す
る
た
め
の
技
巧
的
な
解
釈
を
要
し
な
い
︒
例
え
ば
︑﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
自
由
の
内
容
に
関
し
て
︑

そ
の
射
程
を
最
も
狭
く
解
す
る
人
格
的
利
益
説
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
︑
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
が
︑
配
偶
者
間
の
﹁
婚
姻
の
誓
約
﹂
な
い

し
は
人
格
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
前
提
に
す
る
限
り
で
︑
同
説
の
説
く
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
当
該
自
由
を
導
く
こ
と

は
十
分
に
可
能
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
点
で
ま
た
︑
本
稿
は
︑
上
述
の
よ
う
な
婚
姻
の
自
由
の
保
障
根
拠
か
ら
︑
規
範
内
在
的
に
︑
同
性

間
の
婚
姻
の
自
由
を
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
適
用
範
囲
か
ら
排
除
し
得
な
い
以
上
︑
さ
し
あ
た
り
︑
憲
法
一
三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
を

同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
の
根
拠
条
文
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
︒

も
っ
と
も
︑
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
︑
憲
法
一
三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
の
内
容
を
﹁
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
由
﹂
︵
な
い

し
は
︑
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
己
決
定
権
︶
と
読
み
替
え
︑﹁
婚
姻
の
意
義
を
個
人
の
自
律
性
か
ら
説
け
ば
説
く
ほ
ど
︑
か
え
っ
て
多
様
な
生
き

方
を
保
障
し
て
い
る
一
三
条
全
体
の
趣
旨
に
反
す
る
恐
れ
が
生
じ
得
る
﹂
こ
と
を
危
惧
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
(288
)

︒
し
か
し
︑
こ
の
見
解
は
︑

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
﹁
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
由
﹂
の
規
範
内
容
を
同
一
視
し
て
い
る
点
で
︑
必
ず
し
も
︑
憲
法
一
三
条
を
基
礎
と
す
る
解

釈
へ
の
的
を
射
た
批
判
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
﹁
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自

由
﹂
と
は
︑
事
実
婚
な
ど
の
婚
姻
外
の
生
活
形
態
が
要
保
護
状
態
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
︑﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
か
ら
家
庭
生
活
に

関
す
る
個
人
の
自
己
決
定
権
を
導
き
出
し
︑
す
べ
て
の
生
活
形
態
を
価
値
中
立
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
(289
)
︒

し
た
が
っ
て
︑
国
家
の
創
設
す
る
婚
姻
制
度
の
も
と
で
の
保
護
を
初
め
か
ら
目
的
と
し
て
い
る
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
︑
婚
姻
に
限
ら
ず
︑
す

べ
て
の
生
活
形
態
を
価
値
中
立
的
に
保
護
し
よ
う
と
す
る
﹁
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
自
由
﹂
と
で
は
︑
そ
の
保
護
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
し
て
︑
権

利
と
し
て
の
法
的
性
格
を
異
に
し
て
い
る
︒
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以
上
の
議
論
を
前
提
に
す
れ
ば
︑
同
性
婚
の
憲
法
解
釈
に
お
け
る
問
題
の
核
心
は
︑
憲
法
一
三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
が
同
性
婚
保

護
の
根
拠
条
文
に
な
り
得
る
か
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
な
り
得
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
︑
主
体
の
異
な
る
憲
法
上
の
婚
姻

概
念
を
憲
法
二
四
条
と
憲
法
一
三
条
の
二﹅

つ﹅

の﹅

憲﹅

法﹅

条﹅

文﹅

か
ら
導
く
こ
と
が
適
切
で
あ
る
の
か
否
か
に
あ
る
︒
そ
の
際
︑
両
条
項
の
も
と
で

想
定
さ
れ
て
い
る
婚
姻
概
念
が
一
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
憲
法
上
の
婚
姻
概
念
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
憲
法
一

三
条
の
婚
姻
概
念
が
憲
法
二
四
条
と
一
致
せ
ず
︑
さ
ら
に
︑
一
三
条
の
も
と
で
把
握
さ
れ
る
法
律
上
の
同
性
間
の
婚
姻
が
︑
異
性
間
の
婚
姻

と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
両
条
項
の
間
に
平
等
の
観
点
か
ら
の
疑
義
が
生
ず
る
︒
こ
の
よ
う
な
疑
義
を
解
消
す
る
た
め
に
は
︑
憲

法
二
四
条
が
国
会
に
異
性
間
の
婚
姻
を
同
性
間
に
比
し
て
優
遇
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
と
考
え
る
か
︑
あ
く
ま
で
︑
憲
法
上
の
婚
姻
概

念
は
一
つ
で
あ
る
が
︑
社
会
通
念
の
変
化
に
よ
っ
て
︑
憲
法
上
の
婚
姻
が
同
性
間
の
関
係
も
含
む
か
た
ち
で
変
化
し
た
こ
と
を
論
証
す
る
し

か
な
い
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
同
性
間
の
婚
姻
に
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
憲
法
上
の
婚
姻
概
念
の
意
味
の
変
遷
を
受
け

止
め
る
動
態
的
な
憲
法
の
解
釈
と
そ
れ
を
支
え
る
理
論
的
な
前
提
を
提
示
す
る
と
い
う
作
業
か
ら
は
避
け
て
通
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
憲
法
一
三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
が
︑
憲
法
典
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
の
補
充
的
保
障
の
根
拠
と
な
る
こ
と
で
︑

法
を
取
り
巻
く
社
会
の
現
状
が
変
化
し
て
も
な
お
︑
憲
法
典
そ
れ
自
体
の
永
続
的
妥
当
性
を
担
保
し
続
け
る
よ
う
に
︑
婚
姻
や
家
族
の
法
に

関
す
る
新
た
な
認
識
や
社
会
通
念
の
変
化
に
対
し
て
も
ま
た
︑
憲
法
は
妥
当
し
続
け
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
同
性
間
の

婚
姻
の
自
由
の
根
拠
条
文
を
憲
法
一
三
条
に
求
め
る
か
︑
憲
法
二
四
条
に
求
め
る
か
は
︑
こ
の
よ
う
な
憲
法
の
永
続
的
妥
当
性
を
前
提
に
し

た
う
え
で
の
︑
社
会
的
な
現
実
の
変
化
に
対
す
る
憲
法
条
文
の
受
け
止
め
方
の
違
い
で
し
か
な
い
︒
そ
の
際
︑
憲
法
一
三
条
の
も
と
で
の
動

態
的
な
権
利
保
障
を
正
当
化
す
る
理
論
的
な
前
提
が
︑﹁
人
格
的
自
律
権
﹂
と
い
う
道
徳
理
論
上
の
普
遍
的
な
規
範
概
念
で
あ
る
(290
)
︒
こ
の
人

格
的
自
律
の
観
念
が
︑﹁
憲
法
制
定
者
の
意
思
あ
る
い
は
憲
法
典
に
由
来
す
る
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
統
制
原
理
﹂
と
し
て
︑﹁
継
続
的
な
権

利
生
成
の
動
態
的
プ
ロ
セ
ス
を
基
礎
付
け
る
と
同
時
に
そ
れ
を
制
御
す
る
(291
)
﹂︒

そ
れ
と
は
反
対
に
︑
憲
法
二
四
条
の
も
と
で
婚
姻
に
関
す
る
社
会
的
な
現
実
の
変
化
を
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
憲
法
二
四
条
そ
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れ
自
体
が
︑
そ
も
そ
も
︑
婚
姻
の
意
味
の
変
遷
な
い
し
は
変
化
を
許
容
し
て
い
る
の
か
︑
許
容
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
変
遷
な
い
し

は
変
化
が
︑
如
何
な
る
前
提
の
も
と
で
︑
如
何
な
る
要
因
に
導
か
れ
︑
そ
し
て
︑
ど
の
程
度
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
の
か
が

更
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
(292
)
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
先
に
本
稿
が
示
し
た
︑
憲
法
一
三
条
に
依
拠
し
た
同
性
婚
の
憲
法
解
釈
は
︑
憲

法
二
四
条
の
婚
姻
の
意
味
の
変
化
に
関
す
る
立
論
を
留
保
し
た
暫
定
的
な
結
論
に
過
ぎ
な
い
︒
さ
し
あ
た
り
︑
本
稿
の
時
点
で
は
︑
憲
法
一

三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
が
同
性
婚
の
保
護
の
根
拠
条
文
に
な
り
得
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
︑
解
釈
に
よ
る
憲
法
二
四
条
の
婚
姻

概
念
の
拡
張
の
是
非
も
踏
ま
え
た
︑
最
終
的
な
結
論
の
提
示
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
︒

�

小
括

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
普
遍
性
と
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂

以
上
本
節
は
︑︽﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
か
ら
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
導
か
れ
る
︾
と
い
う
主
張
の
是
非
を
問
う
べ
く
︑

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
そ
れ
自
体
の
条
文
上
の
根
拠
に
着
目
し
て
︑
各
条
文
か
ら
導
か
れ
る
当
該
自
由
の
保
障
内
容
と
適
用
範
囲
を
分
析
し
︑
そ

の
結
果
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
︑
規
範
内
在
的
に
は
︑
配
偶
者
間
の
﹁
異
性
性
﹂
を
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
し
て
い
な
い
こ
と
︑
そ
し
て
︑

暫
定
的
な
結
論
と
し
て
︑
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
が
憲
法
一
三
条
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
か
ら
導
出
し
得
る
こ
と
を
論
証
し
た
︒
と
り
わ

け
︑
同
規
定
の
保
護
範
囲
を
個
人
の
人
格
的
自
律
の
観
点
か
ら
画
定
す
る
人
格
的
利
益
説
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
︑
同
規
定
か
ら
︑
配
偶
者
間

の
﹁
婚
姻
の
誓
約
﹂
な
い
し
は
人
格
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
前
提
と
す
る
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
を
観
念
す
る
こ
と
は
︑
憲
法
一
三
条
前
段

の
﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
と
も
親
和
的
な
解
釈
で
あ
る
と
言
え
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
婚
姻
制
度
︑
す
な
わ
ち
︑
人
格
的
な
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
に
基
づ
く
親
密
な
関
係
形
成
の
﹁
自
由
﹂
を
尊
重
し
つ
つ
︑
そ
の
当
事
者
間
の
﹁
対
等
性
﹂
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
的
な
仕
組

み
は
︑
そ
の
人
的
結
合
の
性
的
指
向
性
に
関
係
な
く
︑
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
普
遍
的
な
重
要
性
を
持
つ
︒
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
﹁
婚

姻
の
自
由
﹂
は
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
と
結
び
付
い
た
普
遍
的
な
権
利
な
の
で
あ
る
︒

次
節
は
︑
残
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
命
題
︑
す
な
わ
ち
︑︽
婚
姻
の
自
由
に
対
す
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
︑﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
の
毀
損
を
意
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味
す
る
︾
と
い
う
主
張
の
是
非
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
も
と
よ
り
︑﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
憲
法
上
の
権
利
に
対
す
る
作
為

ま
た
は
不
作
為
の
す
べ
て
が
︑﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
︑
憲
法
が
︑
自
ら
﹁
公
共
の
福
祉
﹂
に
基
づ
く
基
本
的

人
権
の
制
約
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
次
節
の
検
討
は
︑
こ
の
よ
う
な
常
識
の
範
疇
に
属
す
る
事
柄
に
敢
え
て
疑
問

を
呈
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
次
節
の
目
的
は
︑
あ
る
基
本
権
に
対
す
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
︑
基
本
権
侵

害
に
当
た
る
か
否
か
と
い
う
違
憲
審
査
に
お
け
る
通
常
の
判
断
を
超
え
て
︑
そ
れ
ら
の
行
為
が
︑﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
評
価
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
得
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
は
た
し
て
︑
O
bergefell
判
決
が
下
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
︑
同
性
婚
に
関
す
る
法
制
度
の

な
い
日
本
社
会
の
現
状
は
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
や
彼
ら
の
子
ど
も
た
ち
の
﹁
尊
厳
﹂
を
毀
損
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

第
二
節

同
性
婚
制
度
の
不
在
と
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂

第
一
款

O
bergefell
判
決
の
ロ
ジ
ッ
ク

日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
に
お
け
る
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
︑
こ
こ
で
改
め
て
︑
州
法
に
お
け
る
同
性
婚
の
不
承
認
を
﹁
尊
厳
毀
損
﹂

で
あ
る
と
判
断
し
た

O
bergefell
判
決
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
そ
れ
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
﹁
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
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
で
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
を
密
接
不

可
分
な
も
の
と
見
な
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
も
と
よ
り
︑
法
廷
意
見
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
婚
姻
﹂
は
︑
そ
の
結
合
を
形
成
す
る
者
た
ち
に

﹁
崇
高
さ
と
尊
厳
﹂
を
付
与
す
る
制
度
で
さ
え
あ
る
(293
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑
異
性
間
か
同
性
間
か
に
関
係
な
く
︑
社
会
に
お
い
て
婚
姻
が
等
し
く

重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
行
使
を
彼
ら
の
性
的
指
向
性
を
理
由
に
認

め
な
い
こ
と
は
︑
彼
ら
に
﹁
我
々
の
憲
章
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
る
類
の
ス
テ
ィ
グ
マ
と
権
利
侵
害
を
課
す
(294
)
﹂
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑﹁
尊
厳
毀

損
﹂
と
は
︑
こ
の
種
の
ス
テ
ィ
グ
マ
と
権
利
侵
害
を
通
じ
て
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
や
家
族
た
ち
に
課
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
︑
あ
る
種
の
法
益
侵
害
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を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
以
上
の
法
廷
意
見
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
お
い
て
︑
幾
つ
か
の
憲
法
上
の
重
要
な
価
値
や
原
理
が
分
ち
難
く
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を

意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
自
由
︵
liberty
︶
と
地
位
︵
status︶
と
尊
厳
︵
dignity
︶
の
連
関
で
あ
る
︒
言
う
な
れ
ば
︑
法

廷
意
見
に
お
い
て
︑
同
性
愛
者
が
︑
他
の
市
民
と
同
様
に
尊﹅

厳﹅

あ
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
れ
ば
︑
彼
ら
に
は
︑
婚
姻
の
自﹅

由﹅

を
行
使
す
る
地﹅

位﹅

な﹅

い﹅

し﹅

は﹅

身﹅

分﹅

が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
婚
姻
の
自
由
と

い
う
基
本
的
権
利
を
起
点
に
し
た
﹁
尊
厳
と
身
分
の
並
列
的
使
用
﹂
で
あ
る
(295
)

︒
婚
姻
の
自
由
が
合
衆
国
市
民
と
し
て
の
対
等
な
地
位
に
付
随

す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
自
由
の
不
当
な
制
限
は
︑
そ
の
者
が
尊
厳
あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
た
地
位
の
格
下
げ
や
ス
テ

ィ
グ
マ
を
も
た
ら
す
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
性
カ
ッ
プ
ル
や
そ
の
子
ど
も

た
ち
が
被
っ
て
い
た
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
い
う
傷
を
浮
き
彫
り
に
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
尊
厳
に
対
す
る
侵
害
は
︑
通
常
︑
実
体
的
な
権
利
の
制

限
が
問
題
と
な
る
際
に
は
露
見
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
︒
は
た
し
て
︑
日
本
国
憲
法
は
︑
単
な
る
自
由
の
制
限
を
超
え
て
︑
個
人
の
尊
厳
そ

れ
自
体
へ
の
侵
害
を
問
う
︑
権
利
主
張
の
契
機
を
国
民
に
保
障
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
よ
う
な
権
利
主
張
が
成
立
し
得
る
こ
と
を
示

唆
す
る
学
説
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
個
人
の
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
﹁
自
尊
﹂
侵
害
と
見
な
す
解
釈
で
あ
る
︵
第
二
款
︶
︒
他
方
で
︑
こ
の
解
釈
と

は
対
照
的
に
︑
客
観
法
規
範
で
あ
る
﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
を
独
自
の
権
利
と
し
て
敢
え
て
主
観
化
す
る
必
要
は
な
く
︑

O
bergefell
判
決
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
の
評
価
は
︑
あ
く
ま
で
︑﹁
基
本
的
人
権
﹂
を
享
有
す
る
地
位
の
否
定
に
対
す
る

規﹅

範﹅

的﹅

非﹅

難﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

意﹅

義﹅

を
持
つ
に
留
ま
る
︑
と
の
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
︵
第
三
款
︶
︒
以
下
で
は
︑
こ
の
種
の
学
説
を
素
材
に
︑
日
本

国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
︑
あ
る
基
本
権
に
対
す
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
︑﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
評
価
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
の
か
︑

そ
し
て
何
よ
り
も
︑
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
論
理
か
ら
︑
同
性
婚
制
度
の
不
在
が
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
し
て
評
価
し
得
る
余
地
が
あ
る
の
か
を
論

ず
る
︒
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第
二
款

学
説
①

﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
﹁
自
尊
﹂
侵
害
と
見
な
す
解
釈

︽
婚
姻
の
自
由
に
対
す
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
︑﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
の
毀
損
を
意
味
す
る
︾
と
い
う
主
張
の
是
非
を
検
討
す
る
本
節
の

目
的
か
ら
し
て
︑
ま
ず
も
っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
︑
次
の
よ
う
な
問
い
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑︽
あ
る
国
家
行
為
が
︑
個
人
の
尊
厳
を
毀
損

す
る
場
合
を
想
定
し
︑
そ
の
よ
う
な
国
家
行
為
を
排
除
す
る
権
利
を
独
立
し
た
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
否

か
︾︒こ

の
問
い
に
対
し
て
︑
日
本
の
憲
法
学
説
の
な
か
に
は
︑
憲
法
一
三
条
前
段
の
﹁
個
人
の
尊
重
﹂
や
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
の
列
挙
事
項

を
根
拠
に
︑
そ
の
よ
う
な
権
利
構
成
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
見
解
が
︑
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
︒
例
え
ば
︑
憲
法
一
三
条
前
段
の

﹁
個
人
の
尊
重
﹂
の
規
範
的
要
請
を
﹁
個
人
は
尊
厳
あ
る
存
在
と
み
な
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
︑
国
家
か
ら
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
与
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
﹂
と
解
し
︑
そ
こ
か
ら
﹁
尊
厳
あ
る
存
在
と
し
て
処
遇
を
求
め
る
個
人
の
権
利
﹂
を
導
出
す
る
松
本
和

彦
の
見
解
(296
)
や
︑﹁
人
種
や
性
別
な
ど
の
人
間
の
類
型
に
向
け
ら
れ
た
嫌
悪
感
や
蔑
視
感
情
︑
な
い
し
は
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
﹂
を
憲
法
一
四

条
一
項
後
段
の
禁
止
す
る
﹁
差
別
﹂
と
定
義
し
た
う
え
で
︑
そ
の
よ
う
な
嫌
悪
感
や
蔑
視
感
情
を
伴
う
国
家
の
差
別
的
取
り
扱
い
を
同
条
項

が
保
障
す
る
﹁
差
別
さ
れ
な
い
権
利
﹂
の
侵
害
の
一
類
型
と
し
て
構
成
す
る
木
村
草
太
の
見
解
(297
)

は
︑
そ
の
典
型
的
な
学
説
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

上
述
の
い
ず
れ
の
見
解
も
︑
あ
る
国
家
行
為
の
背
景
に
︑
あ
る
特
定
の
個
人
に
対
す
る
嫌
悪
感
や
蔑
視
感
情
が
存
す
る
場
合
に
は
︑
当
該
事

案
を
通
常
の
実
体
的
な
権
利
制
約
や
不
合
理
な
区
別
の
合
理
性
の
問
題
と
し
て
構
成
す
る
の
で
は
な
く
︑
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
や
﹁
個
人
の
尊

重
の
理
念
﹂
に
反
す
る
重
大
な
基
本
権
侵
害
が
生
じ
て
い
る
事
案
と
し
て
構
成
す
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
︒

も
と
よ
り
︑
国
家
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
︑
と
き
に
日
本
国
憲
法
の
核
心
的
価
値
で
あ
る
﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
に
抵
触
し
︑

そ
れ
が
主
観
的
な
権
利
の
侵
害
を
構
成
し
得
る
こ
と
は
︑
先
の
学
説
が
提
唱
さ
れ
る
以
前
か
ら
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
佐
藤
幸

治
は
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
を
﹁
人
格
の
尊
厳
と
平
等
﹂
の
原
理
と
し
て
読
み
替
え
た
う
え
で
︑
国
家
の
差
別
的
取
り
扱
い
が
問
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題
と
な
る
事
案
に
お
い
て
は
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
当
該
差
別
が
先
の
﹁
人
格
の
尊
厳
と
平
等
﹂
の
原
理
に
抵
触
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
要
請

さ
れ
る
と
し
︑
こ
う
し
た
要
請
に
反
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
を
﹁
実
体
的
権
利
と
し
て
の
平
等
権
の
侵
害
﹂
に
当
た
る
も
の
と
し
て
論
じ
て

い
た
(298
)
︒
ま
た
︑﹁
個
人
の
人
格
の
根
源
的
な
平
等
性
﹂
を
前
提
に
︑﹁
人
権
に
︑
公
共
の
福
祉
と
い
う
根
拠
に
基
づ
く
国
家
の
権
威
要
求
を
く

つ
が
え
す
﹃
切
り
札
﹄
と
し
て
の
意
義
﹂
を
見
出
す
︑
長
谷
部
恭
男
の
﹁
切
り
札
と
し
て
の
権
利
﹂
論
(299
)
も
ま
た
︑
先
の
松
本
や
木
村
の
見
解

と
同
様
に
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
に
直
接
の
結
び
付
き
を
持
つ
独
自
の
権
利
を
観
念
す
る
見
解
の
一
部
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
︒

し
た
が
っ
て
︑
松
本
や
木
村
の
見
解
と
︑
従
来
か
ら
存
す
る
こ
れ
ら
の
学
説
の
相
違
を
敢
え
て
強
調
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑
基
本
権
侵

害
の
認
定
の
際
に
お
け
る
︑
国
家
の
個
人
に
対
す
る
嫌﹅

悪﹅

感﹅

や
蔑﹅

視﹅

感﹅

情﹅

と
い
っ
た
﹁
差
別
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
の
考
慮
に
あ
る
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
︒
現
に
木
村
は
︑﹁
差
別
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
を
発
信
す
る
性
質
の
国
家
機
関
の
活
動
が
︑
そ
の
対
象
と
な
る
主
体
の
﹁
被
差
別

感
を
助
長
す
る
と
い
う
重
大
な
弊
害
﹂
を
も
た
ら
す
こ
と
を
説
い
て
い
た
(300
)
︒
ま
た
︑
松
本
も
︑
あ
る
特
定
の
個
人
に
対
す
る
蔑
視
や
嫌
悪
が

当
該
国
家
行
為
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
当
該
国
家
行
為
が
そ
の
個
人
の
﹁
尊
厳
を
害
し
︑
差
別
に
当
た
る

と
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
﹂
を
最
初
の
争
点
と
し
て
設
定
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
(301
)

︒
こ
の
よ
う
な
松
本
や
木
村
の
見
解
に
依
拠
す
る
限
り
︑

あ
る
国
家
行
為
が
︑
表
面
上
は
︑
表
現
の
自
由
や
教
育
を
受
け
る
権
利
な
ど
︑
既
に
一
個
の
独
立
し
た
権
利
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て

い
る
憲
法
上
の
権
利
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
こ
に
何
ら
か
の
﹁
差
別
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
が
伴
う
場
合
に
は
︑
こ
れ
ら
の

個
別
的
な
権
利
制
約
の
是
非
と
は
別
に
︑
当
該
国
家
行
為
が
社
会
に
対
し
て
与
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
差
別
性
を
も
問
い
得
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
と
に
よ
る
と
︑
O
bergefell
判
決
が
認
定
し
た
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
差
別
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
る

個
人
の
自
己
評
価
や
自
己
肯
定
感
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
自
尊
﹂
侵
害
と
い
う
名
の

﹁
尊
厳
毀
損
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
毀
損
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
﹁
自
尊
︵
self-respect︶
﹂
と
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
定
義
に
よ
る
と
︑
次
の
二
つ

の
側
面
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
(302
)
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
︑﹁
自
分
自
身
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
感
覚
﹂︑
第
二
に
︑﹁
自
分
の
能
力
の
範
囲
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内
に
あ
る
限
り
︑
お
の
れ
の
意
図
が
実
現
で
き
る
と
い
う
自
己
の
才
能
に
対
す
る
信
頼
﹂
で
あ
る
(303
)

︒
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
﹁
自
尊
﹂
と

い
う
価
値
が
社
会
に
お
い
て
適
切
に
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
︑
人
々
は
︑
自
分
の
善
に
つ
い
て
の
構
想
や
人
生
計
画
が
遂
行
に
値
す
る
と

い
う
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
︑﹁
す
べ
て
の
欲
求
と
活
動
は
無
意
味
で
空
虚
に
な
り
︑
ア
パ
シ
ー
︵
無
関
心
・
無
感
動
︶
と
シ
ニ
シ
ズ
ム

に
陥
る
(304
)
﹂︒
他
方
で
︑
こ
う
し
た
﹁
自
尊
﹂
に
関
わ
る
感
覚
は
︑﹁
他
者
が
示
す
敬
意
﹂
に
も
依
存
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑﹁
私
た
ち
の

奮
闘
努
力
は
他
の
人
び
と
か
ら
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
で
な
い
限
り
︑
私
た
ち
の
目
的
が
促
進
す
る
に
値
す
る
と
い
う
確
信
を
維
持

す
る
こ
と
は
︑
不
可
能
で
は
な
い
ま
で
も
難
し
い
﹂
か
ら
で
あ
る
(305
)

︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
敬
意
を
示
す
ど
こ
ろ
か
︑
そ
の
者
を
劣
位
の
存
在
と
し

て
見
な
す
国
家
の
﹁
差
別
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
は
︑
直
接
的
に
︑
そ
の
者
の
自
己
評
価
や
そ
の
評
価
に
基
づ
く
人
生
計
画
に
大
き
な
影
響
を
与

え
︑
そ
の
者
の
自
律
し
た
生
の
営
み
を
困
難
な
も
の
と
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
上
述
の
松
本
や
木
村
の
見
解
は
︑﹁
自
尊
﹂
侵
害
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
種
の
害
悪
の
防
止
を
︑
憲
法
の
根
本
原
理
で
あ

る
﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
に
抵
触
す
る
喫
緊
の
課
題
と
見
な
す
こ
と
で
︑﹁
差
別
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
を
発
生
さ
せ
る
国
家
行
為
の
排

除
請
求
権
を
当
該
原
理
か
ら
主
観
的
に
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
現
に
︑
平
等
の
実
体
的
価
値
が
﹁
自
尊
﹂
で

あ
る
こ
と
を
精
力
的
に
主
張
し
て
き
た
安
西
文
雄
も
ま
た
︑
そ
れ
自
体
﹁
空
虚
﹂
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
平
等
原
則
を
﹁
個
人
の
人
生
計
画

の
実
現
に
と
っ
て
死
活
的
重
要
性
を
持
つ
﹂﹁
自
尊
﹂
と
い
う
重
要
な
価
値
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
平
等
そ
れ
自
体
主
観
的
権
利

で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
論
じ
て
い
た
(306
)
︒
と
は
い
え
︑﹁
自
尊
﹂
の
侵
害
は
︑
平
等
の
み
な
ら
ず

個
人
の
自
律
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
︒
平
等
原
則
が
通
常
は
法
令
上
の
区
別
の
合
理
性
を
問
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
(307
)
︑
更

に
は
︑
平
等
そ
れ
自
体
が
︑
そ
の
原
理
の
根
底
に
お
い
て
︑
個
人
の
自
律
と
も
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
(308
)
︑
﹁
自
尊
﹂

侵
害
を
も
た
ら
す
国
家
行
為
へ
の
排
除
請
求
権
は
︑
よ
り
直
接
的
に
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
を
主
観
化
し
た
権
利
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(309
)
︒
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第
三
款

学
説
②

﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
﹁
基
本
的
人
権
﹂
を
享
有
す
る
地
位
の
否
定
と
見
な
す
解
釈

も
っ
と
も
︑﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
﹁
自
尊
﹂
侵
害
と
見
な
す
前
款
の
解
釈
に
対
し
て
は
︑
次
の
よ
う
な
反
論
や
疑
問
が
想
定
さ
れ
る
︒
第
一

に
︑﹁
自
尊
﹂
と
い
っ
た
あ
る
種
の
個
人
の
感
覚
や
感
情
に
関
わ
る
事
柄
を
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
の
根
拠
と
し
て
良
い
の
か
︑
と
い
う
反
論
で
あ

る
︒
上
述
の
ロ
ー
ル
ズ
の
定
義
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹁
自
尊
﹂
と
い
う
価
値
は
︑
個
人
の
主
観
に
依
存
す
る
側
面
が
少
な
く
な
く
︑

裁
判
所
が
︑
そ
の
価
値
の
侵
害
を
客
観
的
に
認
定
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
尊
厳
﹂
概
念
の
一
内
容

に
﹁
自
尊
﹂
と
い
う
個
人
の
主
観
的
な
観
点
を
含
意
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
︑
客
観
的
ま
た
は
社
会
的
な
側
面
か
ら
そ
の

内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
︒

こ
の
よ
う
な
立
場
に
依
拠
す
る
の
が
︑
前
章
で
も
触
れ
た

Jerem
y
W
aldron
で
あ
り
︑
彼
も
ま
た
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
︑﹁
尊
厳
﹂

概
念
を
客
観
的
ま
た
は
社
会
的
な
側
面
か
ら
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
︒﹁
尊
厳
は
︑
ま
さ
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
法
律

が
保
護
す
る
べ
く
設
計
さ
れ
て
い
る
当
の
も
の
に
他
な
ら
な
い

た
だ
し
そ
の
場
合
の
尊
厳
と
は
︑
何
ら
か
の
特
定
の
水
準
の
名
誉
や
尊

重
︵
あ
る
い
は
自
己
尊
重
︶
と
い
う
意
味
で
の
尊
厳
で
は
な
い
︒
あ
る
人
が
︑
し﹅

っ﹅

か﹅

り﹅

し﹅

た﹅

立﹅

場﹅

を﹅

も﹅

っ﹅

た﹅

社﹅

会﹅

の﹅

成﹅

員﹅

と﹅

し﹅

て﹅

︑
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
集
団
の
成
員
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
普
通
の
社
会
的
交
流
を
す
る
資
格
を
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
何
者
か
と
み
な
さ
れ
る
た
め
の
︑

人
格
の
も
つ
基
本
的
な
権
限
と
い
う
意
味
で
の
尊
厳
で
あ
る
(310
)
﹂︒
こ
の
よ
う
に
︑
W
aldron
は
︑﹁
尊
厳
﹂
を
す
べ
て
の
人
が
﹁
し
っ
か
り

し
た
立
場
を
も
つ
社
会
の
成
員
﹂
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
関
わ
る
も
の
と
理
解
し
︑
こ
れ
を
﹁
基
本
的
な
市
民
的
地
位
の
尊
厳
︵
the

dignity
of
basic
citizenship
︶
﹂
と
呼
ぶ
(311
)
︒
こ
の
種
の
﹁
地
位
に
対
す
る
攻
撃
﹂
は
︑﹁
そ
れ
が
同
時
に
痛
み
や
苦
し
み
と
結
び
付
い
て
い
よ

う
と
い
ま
い
と
︵
普
通
は
結
び
付
く
で
あ
ろ
う
が
︶
︑
彼
ま
た
は
彼
女
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
の
で
あ
る
(312
)

﹂︒

第
二
に
︑﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
や
﹁
自
尊
﹂
に
抵
触
す
る
国
家
活
動
の
排
除
請
求
権
を
独
自
の
主
観
的
権
利
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
︑
ど

れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
の
か
︑
と
い
う
疑
問
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
自
尊
の
権
利
(313
)
﹂
を
平
等
権
の
一
内
容
と
し
て
構
成
す
る
に
せ
よ
︑
﹁
個
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人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
の
主
観
化
と
見
る
に
せ
よ
︑
個
別
の
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
憲
法
一
三
条
後
段
以
下
の
規
定
に
反
す
る
取
扱

い
は
︑
そ
れ
自
体
︑﹁
各
人
を
個
人
と
し
て
適
切
に
尊
重
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
(314
)

﹂
と
の
見
方
も
で
き
る
︒
こ
の
点
で
︑
確
か
に
︑
個
人

の
尊
厳
や
自
尊
に
抵
触
す
る
国
家
活
動
の
排
除
請
求
権
を
主
観
的
権
利
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
︑﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
を
根
本

的
に
否
定
す
る
国
家
活
動
に
対
し
て
強
い
規
範
的
非
難
を
与
え
る
点
で
有
用
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
は
︑
規
範
的
非
難
を
表
現
す
る
た
め

の
レ
ト
リ
ッ
ク
以
上
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
理
解
に
従
う
な
ら
ば
︑
O
bergefell
判
決
に
お
け
る
﹁
尊
厳
毀

損
﹂
も
ま
た
︑
同
性
婚
を
認
め
な
い
州
法
に
対
す
る
規
範
的
非
難
の
域
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
裁
判
所
と
し
て
は
︑
同
性

婚
制
度
の
不
在
に
関
し
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
実
体
的
権
利
の
侵
害
を
認
定
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
判
決
文
中
に

﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
や
﹁
自
尊
﹂
の
保
護
を
求
め
る
主
観
的
権
利
の
侵
害
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る

こ
と
が
適
当
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
O
bergefell
判
決
法
廷
意
見
が
述
べ
た
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
各
人
の
主
観
的
な
感
情
の

毀
損
を
問
題
と
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
︑
客
観
的
ま
た
は
社
会
的
な
観
点
か
ら
見
た
国
家
に
よ
る
﹁
尊
厳
﹂
の
侵
害
を
規﹅

範﹅

的﹅

に﹅

非﹅

難﹅

す﹅

る﹅

も﹅

の﹅

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
で
の
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
を
認
識
す
る
客
観
的
ま
た
は
社
会
的
な
観
点
と
は
︑

W
aldron
を
引
用
し
て
先
に
指
摘
し
た
﹁
基
本
的
な
市
民
的
地
位
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
基
本
的
な
市
民
的
地
位
﹂
に
は
︑
当
該
社
会
の
構

成
員
の
す
べ
て
に
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
﹁
権
利
﹂
が
付
随
す
る
(315
)
︒
す
な
わ
ち
︑
合
衆
国
憲
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
基
本
的
権
利
﹂
で

あ
り
︑
日
本
国
憲
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
基
本
的
人
権
﹂
の
保
障
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
︑
我
々
は
︑
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
︑
第
二
章
の
ア
メ
リ
カ
法
の
分
析
で
到
達
し
た
結
論
と
同
様
の
帰
結
へ
と
至
る
︒

す
な
わ
ち
︑﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
は
︑
す
べ
て
の
日
本
国
民
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
﹁
基
本
的
人
権
﹂
を
享
有
す
る
対
等
な
地
位
の
否
定
で
あ
り
︑

こ
の
﹁
基
本
的
人
権
﹂
の
一
内
容
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
が
含
ま
れ
る
︒
こ
の
限
り
で
︑
裁
判
所
は
︑
同
性
間
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
法
律

に
よ
っ
て
具
体
化
し
な
い
立
法
者
の
不
作
為
を
﹁
尊
厳
毀
損
﹂
と
し
て
規﹅

範﹅

的﹅

に﹅

非﹅

難﹅

し﹅

得﹅

る﹅

︒
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(204
)

齊
藤
笑
美
子
﹁
家
族
と
憲
法

同
性
カ
ッ
プ
ル
の
法
的
承
認
の
意
味
﹂﹃
憲
法
問
題
﹄
二
一
号
︵
二
〇
一
〇
年
︶
一
一
二
頁
︒
こ
の
齊
藤
の
主
張
は
︑
憲
法
二
四
条
に

お
け
る
個
人
尊
重
主
義
の
徹
底
に
よ
っ
て
︑
同
条
か
ら
﹁
近
代
家
族
﹂
の
克
服
と
そ
れ
を
も
超
越
す
る
﹁
超
︵
脱
︶
近
代
的
﹂
で
多
様
な
現
代
型
家
族
へ
の
志
向
性
を
読
み

取
る
︑
辻
村
み
よ
子
の
二
四
条
解
釈
を
前
提
に
し
つ
つ
︑
そ
れ
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
観
点
か
ら
更
に
拡
張
的
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
︵
辻
村
み
よ
子
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

人
権

歴
史
と
理
論
か
ら
学
ぶ
﹄
︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
二
五
〇
頁
を
引
用
︶︒
辻
村
の
二
四
条
の
解
釈
に
つ
き
︑
辻
村
・
前
掲
注
(7
)︑
八
七
頁
も
参
照
︒

(205
)

川
岸
・
前
掲
注
(
3
)
︑
五
一
〇
頁
︒

(206
)

最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八
号
二
五
八
七
頁
︒

(207
)

最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八
号
二
四
二
七
頁
︒

(208
)

代
表
的
な
も
の
と
し
て
︑
佐
々
木
雅
寿
﹁
民
法
七
七
三
条
お
よ
び
民
法
七
五
〇
条
の
合
憲
性
﹂
月
報
司
法
書
士
五
三
二
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
七
六
頁
︑
小
山
剛
﹃
憲
法
上

の
権
利
の
作
法
︹
第
三
版
︺
﹄
︵
尚
学
社
︑
二
〇
一
六
年
︶
二
八
︑
四
二
頁
︑
同
﹁
判
批
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
五
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
二
三
頁
︑
辻
村
み
よ
子
﹁﹃
個
人
の

尊
重
﹄
と
家
族

憲
法
一
三
条
と
二
四
条
論
の
交
錯
﹂
法
律
時
報
増
刊
﹃
戦
後
日
本
憲
法
学
七
○
年
の
軌
跡
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
一
七
年
︶
一
一
五
-
一
一
六
頁
︑

同
・
前
掲
注
(
8
)
・
﹁
﹃
憲
法
と
家
族
﹄
を
め
ぐ
る
理
論
的
課
題
﹂︑
三
○
六
-
三
○
七
頁
を
参
照
︒

(209
)

確
か
に
︑
考
え
方
に
よ
っ
て
は
︑
法
律
上
の
婚
姻
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
の
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
存
せ
ず
︑
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
存
在
す
る
の
は
︑﹁
親
密
な
結
合

の
自
由
﹂
の
み
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
見
解
に
お
い
て
︑
憲
法
二
四
条
は
︑
現
行
の
家
族
法
の
よ
う
に
︑
立
法
者
が
親
密
な
結
合
関
係
に
関

す
る
何
ら
か
の
制
度
形
成
を
行
う
場
合
に
︑
最
低
限
踏
ま
え
る
べ
き
憲
法
上
の
指
針
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
︑
個
人
の
側
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
婚
姻
の
よ
う
な
一

定
の
家
族
の
あ
り
方
に
捕
ら
わ
れ
な
い
多
種
多
様
な
﹁
親
密
な
結
合
の
自
由
﹂
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
本
稿
は
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
は
必
ず
し
も
﹁
親
密

な
結
合
の
自
由
﹂
に
純
化
し
得
な
い
と
の
立
場
に
依
拠
し
て
い
る
︒

(210
)

渡
辺
康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本
和
彦
・
工
藤
達
朗
﹃
憲
法
Ⅰ

基
本
権
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
一
六
年
︶
四
五
六
頁
︹
宍
戸
常
寿
︺︒

(211
)

同
上

(212
)

長
谷
部
編
・
前
掲
注
(9
)
︑
九
一
-
九
二
頁
︹
土
井
真
一
︺
を
参
照
︒

(213
)

芦
部
信
喜
︵
高
橋
和
之
補
訂
︶
﹃
憲
法

第
六
版
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶
一
二
六
頁
︒

(214
)

佐
藤
・
前
掲
注
(
4
)
︑
一
八
八
頁
︒

(215
)

工
藤
達
朗
﹁
憲
法
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族

結
婚
す
る
っ
て
本
当
で
す
か
？
﹂
赤
坂
正
浩
・
井
上
典
之
・
大
沢
秀
介
・
工
藤
達
朗
﹃
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
憲
法
﹄

︵
有
斐
閣
︑
二
〇
○
五
年
︶
一
五
三
頁
︑
宍
戸
・
前
掲
注
(210
)
︑
四
五
四
頁
︒

(216
)

辻
村
・
前
掲
注
(
7
)
︑
一
二
一
-
一
二
二
頁
︒

(217
)

工
藤
・
前
掲
注
(215
)
︑
一
五
三
頁
︒

(218
)

同
上
︑
一
五
三
-
一
五
四
頁
︒
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(219
)

大
石
眞
﹃
憲
法
講
義
Ⅱ
︹
第
二
版
︺
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
二
年
︶
一
三
○
頁
︒

(220
)

同
上
︒

(221
)

辻
村
・
前
掲
注
(208
)
︑
一
一
五
頁
︒
ま
た
︑
辻
村
・
前
掲
注
(7
)︑
一
二
七
頁
も
参
照
︒

(222
)

宍
戸
・
前
掲
注
(210
)
︑
四
五
四
頁
︒

(223
)

山
本
・
前
掲
注
(
64
)
︑
二
二
三
頁
︒

(224
)

高
橋
・
前
掲
注
(
6
)
︑
一
四
七
頁
︒
同
様
の
立
場
と
し
て
︑
巻
・
前
掲
注
(19
)︑
三
四
四
頁
︑
三
四
七
頁
︑
佐
々
木
・
前
掲
注
(208
)︑
八
四
頁
も
参
照
︒

(225
)

高
橋
・
前
掲
注
(
6
)
︑
一
四
七
頁
︒

(226
)

小
山
・
前
掲
注
(208
)
・
﹁
判
批
﹂
︑
二
三
頁
︒
も
っ
と
も
︑
小
山
は
︑
基
本
権
の
内
容
形
成
に
関
す
る
著
作
の
な
か
で
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
﹁
法
制
度
保
障
を
含
む
基
本

権
﹂
﹁
法
律
に
よ
る
﹃
規
範
的
構
成
﹄
を
要
す
る
基
本
権
﹂
と
し
て
位
置
付
け
た
う
え
で
︑
財
産
権
や
契
約
の
自
由
と
同
様
に
︑﹁
こ
れ
ら
の
自
由
は
︑
法
律
に
よ
る
イ
ン
フ

ラ
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
に
依
存
し
て
お
り
︑
こ
の
イ
ン
フ
ラ
を
形
成
す
る
法
秩
序
は
︑
防
御
権
と
は
別
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
﹂
と
も
述
べ
て
い
た
︒
小

山
剛
﹃
基
本
権
の
内
容
形
成

立
法
に
よ
る
憲
法
価
値
の
実
現
﹄︵
尚
学
社
︑
二
〇
○
四
年
︶
三
頁
︑
三
○
二
-
三
○
三
頁
を
参
照
︒﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
構
成
す
る
民
法

の
規
定
が
︑
誤
っ
た
内
容
形
成
を
行
っ
た
場
合
に
は
︑
そ
れ
を
﹁
違
憲
の
内
容
形
成
﹂
と
評
す
る
の
か
︑﹁
基
本
権
侵
害
﹂
と
評
す
る
の
か
︑
二
つ
の
立
場
が
想
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
︑
﹁
判
批
﹂
の
記
述
は
︑
後
者
の
立
場
に
与
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
︵
同
﹃
基
本
権
の
内
容
形
成
﹄︑
一
二
七
頁
︶︒

(227
)

小
山
・
前
掲
注
(208
)
・
﹁
判
批
﹂
︑
二
三
頁
︒

(228
)

篠
原
永
明
﹁
婚
姻
・
家
族
制
度
の
内
容
形
成
に
お
け
る
考
慮
事
項
と
そ
の
具
体
的
展
開
﹂
甲
南
法
学
五
八
巻
︵
二
〇
一
八
年
︶
三
・
四
号
︑
一
四
五
-
一
四
八
頁
︒

(229
)

同
上
︑
一
四
六
頁
︒

(230
)

同
上
︑
一
一
四
-
一
一
五
頁
︑
一
四
六
-
一
四
七
頁
︑
特
に
一
四
六
頁
の
(84
)を
参
照
︒

(231
)

﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
﹁
親
密
な
結
合
の
自
由
﹂
の
区
別
に
関
し
て
は
︑
本
章
第
一
節
第
三
款
の
�
で
も
改
め
て
検
討
し
て
い
る
︒

(232
)

上
野
・
前
掲
注
(
6
)
︑
八
四
-
八
五
頁
︒

(233
)

同
上
︑
八
五
頁
︒

(234
)

こ
れ
は
︑
上
野
雅
和
の
整
理
に
よ
る
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
規
範
内
容
の
四
類
型
︵
①
﹁
婚
姻
選
択
の
自
由
﹂︑
②
﹁
相
手
方
選
択
の
自
由
﹂︑
③
﹁
内
容
決
定
の
自
由
﹂︑

④
﹁
方
式
の
自
由
﹂
︶
の
う
ち
の
︑
前
者
二
つ
で
あ
る
︒
上
野
・
前
掲
注
(6
)︑
八
五
頁
︒
ま
た
︑
青
山
道
夫
・
有
地
享
編
﹃
新
版
注
釈
民
法
:
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
八
九

年
︶
一
七
六
頁
︹
上
野
雅
和
︺
も
参
照
︒

(235
)

憲
法
二
四
条
一
項
の
﹁
両
性
の
合
意
﹂
の
趣
旨
に
関
し
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
川
岸
・
前
掲
注
(3
)︑
四
九
九
-
五
〇
〇
頁
を
参
照
︒

(236
)

﹁
契
約
的
家
族
観
﹂
に
関
し
て
は
︑
前
掲
注
(136
)
に
挙
げ
た
安
念
潤
司
の
各
論
文
を
参
照
︒
ま
た
︑
正
義
論
の
観
点
か
ら
︑
婚
姻
制
度
廃
止
を
明
確
に
打
ち
出
す
も
の
と

し
て
︑
松
田
・
前
掲
注
(135
)
︑
一
頁
以
下
も
参
照
︒
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一
方
で
︑
憲
法
二
四
条
が
﹁
男
女
の
﹃
婚
姻
﹄
を
基
礎
に
し
た
﹃
家
族
﹄
と
い
う
一
定
の
人
的
結
合
体
を
他
の
人
的
関
係
と
区
別
し
︑
そ
れ
を
特
別
に
保
護
す
べ
き
こ
と

を
定
め
て
い
る
﹂
と
解
す
る
場
合
︑
法
律
婚
制
度
を
廃
止
し
て
︑
婚
姻
家
族
を
適
切
に
保
護
し
な
い
立
法
措
置
を
図
る
こ
と
は
︑
憲
法
違
反
と
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
︵
篠
原

永
明
﹁
﹃
婚
姻
の
自
由
﹄
の
内
容
形
成

夫
婦
同
氏
制
合
憲
判
決
を
参
考
に

﹂
甲
南
法
学
五
七
巻
三
・
四
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
六
二
九
-
六
三
○
頁
を
参
照
︶
︒

(237
)

換
言
す
れ
ば
︑
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
国
民
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
親
密
な
結
合
の
自
由
﹂
の
み
で
あ
っ
て
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
で
は
な
い
と
も
言
い
得
る
︒
こ
の

よ
う
な
解
釈
を
採
用
し
た
場
合
に
︑
﹁
婚
姻
﹂
は
︑
各
人
が
自
ら
の
親
密
な
結
合
関
係
を
﹁
婚
姻
﹂
と
呼
ぶ
か
否
か
︑
と
い
う
名
称
の
問
題
で
し
か
な
く
な
る
︒

(238
)

篠
原
・
前
掲
注
(228
)
︑
一
四
六
の
(
84
)
を
参
照
︒

(239
)

同
上
︒

(240
)

篠
原
・
前
掲
注
(236
)
︑
六
一
二
-
六
一
三
頁
を
参
照
︒

(241
)

篠
原
・
前
掲
注
(236
)
︑
六
一
六
頁
を
参
照
︒

(242
)

W
esley
N
ew
com
b
H
ohfeld,S
om
e
F
u
n
d
am
en
tal
L
egal
C
on
ception
s
as
A
pplied
in
Ju
d
icial
R
eason
in
g,23
Y
A
L
E
L
.J.16
(1913).H
ohfeld
の
法
律
関
係

論
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
︑
さ
し
あ
た
り
︑
亀
本
洋
﹃
法
哲
学
﹄︵
成
文
堂
︑
二
〇
一
一
年
︶
一
二
〇
-
一
五
五
頁
︑
佐
藤
遼
﹃
法
律
関
係
論
に
お
け
る
権
能
﹄︵
成
文

堂
︑
二
〇
一
八
年
︶
六
三
-
七
八
頁
を
参
照
︒
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
を
手
掛
か
り
に
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
再
構
成
す
る
と
い
う
試
み
は
︑
G
regg
Strauss,
T
h
e

P
ositive
R
igh
t
to
M
arry,102
V
A
.
L
.
R
E
V
.1691
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
本
稿
の
分
析
と
Strauss
の
分
析
は
厳
密
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
︒

Strauss
の
同
論
文
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
︑
植
木
淳
﹁
婚
姻
を
め
ぐ
る
自
由
と
平
等

O
bergefell
判
決
を
契
機
と
し
て
﹂
名
城
法
学
六
八
巻
一
号
︵
二
〇
一
八

年
︶
二
〇
-
二
二
頁
も
参
照
︒

(243
)

Strauss,
su
pra
note
242,
at
1725.

(244
)

Id
,
at
1694.
婚
姻
の
自
由
の
本
質
を
﹁
権
能
の
権
利
﹂
と
解
す
る

Strauss
の
分
析
に
お
い
て
︑
当
該
自
由
を
実
現
す
る
婚
姻
法
は
︑
H
.L
.A
.
H
art
の
﹁
権
能
付
与

ル
ー
ル
﹂
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
See,
id
,
at
1694-1695,1729.

(245
)

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
予
め
断
っ
て
お
く
と
︑
﹁
権
能
の
権
利
﹂
と
い
う
と
き
に
用
い
て
い
る
﹁
権
利
﹂
は
︑
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
に
お
け
る
﹁
義
務
﹂
の
相
関
項

と
し
て
の
狭
義
の
﹁
権
利
﹂
︑
す
な
わ
ち
︑
﹁
請
求
権
﹂
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
権
能
の
権
利
﹂
に
お
け
る
﹁
権
利
﹂
と
は
︑
憲
法
上
の
権﹅

利﹅

と
い
う
よ
う
に
︑
法
律

関
係
論
に
お
け
る
﹁
請
求
権
﹂
︑
﹁
特
権
﹂
︑
﹁
権
能
﹂
︑
﹁
免
除
権
﹂
を
含
む
︑
広
義
の
意
味
で
の
﹁
権
利
﹂
を
指
す
︒

(246
)

亀
本
・
前
掲
注
(242
)
︑
一
三
六
-
一
三
七
頁
は
︑
日
本
国
憲
法
の
自
由
権
規
定
を
﹁
政
府
の
無
能
力
＝
国
民
の
免
除
権
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
︒
本
文
の
記

述
は
︑
こ
の
亀
本
の
説
明
を
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
自
由
権
側
面
に
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
憲
法
上
の
権
利
が
﹁
国
家
の
不
作
為
義
務
に
相
関
す
る
自
由
権
﹂
と

﹁
国
家
の
無
権
限
に
相
関
す
る
自
由
権
﹂
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
新
正
幸
﹁
憲
法
的
自
由
の
構
造

二
つ
の
自
由
権
﹂
新
正
幸
・
早
坂
禧

子
・
赤
坂
正
浩
﹃
公
法
の
思
想
と
制
度

菅
野
喜
八
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
﹄︵
信
山
社
︑
一
九
九
○
年
︶
五
五
頁
以
下
︑
同
﹁
基
本
権
の
構
造

﹃
法
的
様
相
の
理

論
﹄
の
見
地
か
ら

﹂
日
本
法
学
七
三
巻
二
号
︵
二
〇
〇
七
年
︶
二
〇
三
頁
以
下
も
参
照
︒
新
も
︑
H
ohfeld
の
法
律
関
係
論
を
参
考
に
憲
法
上
の
権
利
の
構
造
分
析
を
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行
っ
て
い
る
︒

(247
)

小
山
・
前
掲
注
(208
)
・
﹁
判
批
﹂
︑
二
三
頁
︒

(248
)

H
ohfeld,
su
pra
note
242,
at
44-45.

(249
)

亀
本
・
前
掲
注
(242
)
︑
一
二
八
頁
︒

(250
)

Strauss,
su
pra
note
242,
at
1740.

(251
)

事
実
︑
Strauss
は
︑
﹁
個
人
は
︑
婚
姻
す
る
か
し
な
い
か
の
権
能
を
行
使
す
る
特
権
を
有
し
て
お
り
︑
政
府
は
︑
そ
の
特
権
の
行
使
に
介
入
し
な
い
義
務
を
負
っ
て
い

る
﹂
と
し
︑
﹁
特
権
﹂
を
婚
姻
の
自
由
の
﹁
自
由
権
﹂
的
側
面
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
理
解
し
て
い
る
︒
See,
Strauss,
su
pra
note
242,
at
1732-1736.

(252
)

亀
本
・
前
掲
注
(242
)
︑
一
二
四
-
一
二
六
頁
︑
佐
藤
・
前
掲
注
(242
)︑
六
六
-
六
九
頁
を
参
照
︒

(253
)

H
.L
.
A
H
art,
E
SSA
Y
S
O
N

B
E
N
T
H
A
M

171-173
(1982
︶
︵
同
﹃
権
利
・
功
利
・
自
由
﹄︵
木
鐸
社
︑
一
九
八
七
年
︶
一
一
〇
頁
以
下
を
参
照
︒﹁
防
御
線
﹂
の
他
に
︑

﹁
保
護
的
周
辺
﹂
や
﹁
保
護
境
界
線
﹂
と
い
っ
た
訳
語
が
当
て
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

protective
perim
eter
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
︑
長
谷
部
・
前
掲
注
(6
)
︑
一
二
八

-
一
三
二
頁
︑
亀
本
・
前
掲
注
(242
)
︑
一
四
九
-
一
五
四
頁
︑
新
・
前
掲
注
(246
)・﹁
憲
法
的
自
由
の
構
造
﹂︑
六
九
-
七
四
頁
を
参
照
︒

(254
)

再
婚
禁
止
期
間
違
憲
判
決
を
例
に
説
明
す
れ
ば
︑
立
法
府
は
︑
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間
を
定
め
る
民
法
七
三
三
条
の
規
定
の
う
ち
︑
最
高
裁
に
よ
っ
て
﹁
婚
姻
に
対
す
る

直
接
的
な
制
約
﹂
と
評
価
さ
れ
た
部
分
に
関
し
て
は
︑
正
当
な
立
法
権
限
を
持
た
な
い
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
無
能
力
﹂
で
あ
る
と
言
え
る
︒
最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六

日
民
集
六
九
巻
八
号
二
四
三
二
頁
を
参
照
︒

(255
)

も
ち
ろ
ん
︑
こ
こ
で
用
い
て
い
る
﹁
請
求
権
﹂
と
は
︑
配
偶
者
間
の
法
律
関
係
に
お
け
る
﹁
請
求
権
﹂
と
は
異
な
る
︒
後
者
の
﹁
請
求
権
﹂
は
︑
一
方
配
偶
者
が
有
す
る
︑

他
方
配
偶
者
の
﹁
義
務
﹂
に
相
関
す
る
﹁
請
求
権
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
本
文
で
使
用
し
て
い
る
﹁
婚
姻
す
る
権
能
を
行
使
す
る
請
求
権
﹂
ま
た
は
﹁
婚
姻
す
る
権
能
に
対

す
る
介
入
排
除
請
求
権
﹂
は
︑
個
人
が
︑
当
該
法
律
関
係
を
創
出
す
る
﹁
権
能
の
行
使
﹂
を
可
能
に
す
る
た
め
の
︑
国
家
の
婚
姻
制
度
設
営
﹁
義
務
﹂
に
相
関
す
る
も
の
で

あ
る
︒

(256
)

Strauss,
su
pra
note
242,
at
1740-1741.

(257
)

Id
,at
1732
(﹁
婚
姻
す
る
権
能
の
行
使
の
介
入
排
除
請
求
権

(a
claim
against
interference
w
ith
exercise
of
the
pow
er
to
m
arry)﹂).
も
っ
と
も
︑
Strauss
は
︑

こ
こ
で
の
﹁
介
入
排
除
請
求
権
﹂
を
︑
婚
姻
を
す
る
か
し
な
い
か
の
﹁
両
面
的
な
特
権
︵
a
bilateral
privilege︶﹂
に
対
す
る
介
入
の
排
除
請
求
権
を
意
味
す
る
も
の
と

し
て
説
明
し
て
い
る
︵
Id
,
at
1732,1736
︶
︒
確
か
に
︑
州
が
︑
婚
姻
し
な
い
と
い
う
選
択
を
処
罰
し
た
り
︑
個
人
に
婚
姻
す
る
こ
と
を
強
制
し
た
り
す
る
場
合
に
は
︑
個

人
は
︑
﹁
婚
姻
す
る
権
能
を
行
使
し
な
い
特
権
と
そ
の
特
権
に
対
す
る
州
の
干
渉
を
排
除
す
る
請
求
権
を
有
す
る
﹂︵
Id
,
at
1735︶
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
本
文
で

も
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
現
実
的
に
婚
姻
の
自
由
の
制
約
が
問
題
と
な
り
得
る
の
は
︑
そ
の
自
由
を
具
体
化
す
る
法
律
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
っ
て
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
そ
の

自
由
を
﹁
権
能
﹂
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
こ
で
干
渉
を
受
け
て
い
る
の
は
︑
婚
姻
に
関
す
る
法
的
地
位
に
つ
い
て
変
化
を
受
け
な
い
と
い
う
意
味
で
の
﹁
免
除
権
﹂

で
あ
っ
て
︑
婚
姻
す
る
か
し
な
い
か
の
﹁
特
権
﹂
で
は
な
い
︒
換
言
す
れ
ば
︑
婚
姻
の
自
由
に
対
す
る
国
家
か
ら
の
不
当
な
干
渉
は
︑﹁
婚
姻
す
る
権
能
の
行
使
﹂
の
誤
っ
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た
条
件
付
け
を
意
味
す
る
︒
ま
た
︑
﹁
婚
姻
す
る
権
能
を
行
使
し
な
い
特
権
﹂
が
国
家
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
た
場
合
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
個
人
は
︑
婚
姻
に
関
す
る
法
的
地
位

に
変
化
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
の
﹁
特
権
﹂
も
ま
た
︑﹁
免
除
権
﹂
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
上
の
理
由
か
ら
は
︑
本
稿
は
︑
Strauss

の
い
う
﹁
介
入
排
除
請
求
権
﹂
を
個
人
の
﹁
婚
姻
の
権
能
の
権
利
﹂
ま
た
は
﹁
免
除
権
﹂
に
付
随
す
る
権
利
と
し
て
理
解
し
︑
そ
の
よ
う
な
記
述
を
行
っ
て
い
る
︒

(258
)

小
山
・
前
掲
注
(208
)
・
﹃
憲
法
上
の
権
利
の
作
法
﹄
︑
三
頁
︒

(259
)

予
め
断
っ
て
お
く
が
︑
Strauss
自
身
が
﹁
防
御
権
的
構
成
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
Strauss
の
い
う
﹁
婚
姻
す
る
権
能
の
権
利
﹂

に
対
す
る
国
家
の
介
入
の
排
除
請
求
権
を
︑
日
本
の
憲
法
学
で
︑
そ
れ
に
相
当
す
る
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
防
御
権
﹂
に
言
い
換
え
た
だ
け
で
あ
る
︒

(260
)

篠
原
・
前
掲
注
(228
)
︑
一
四
五
-
一
四
七
頁
︑
特
に
一
四
六
頁
の
注
(84
)を
参
照
︒

(261
)

篠
原
・
前
掲
注
(228
)
︑
一
四
六
頁
の
注
(
84
)
は
︑
﹁
防
御
権
と
は
異
な
る
﹃
権
利
﹄
の
あ
り
方
﹂
の
一
例
と
し
て
︑﹁︹
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
の
︺
考
慮
事
項
の
中
に

“
個
人
の
利
益
”
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
に
︑
当
該
利
益
が
帰
属
す
る
個
人
に
与
え
ら
れ
る
︑
そ
の
考
慮
事
項
に
つ
き
適
切
に
考
慮
す
る
よ
う
国
会
に
求
め
る
手
段
と

し
て
︑
権
利
を
構
想
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
﹂
と
す
る
︒
し
か
し
︑
如
何
な
る
民
法
上
の
規
定
が
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
保
護
に
値
す
る
権
利
利
益
で
あ
る
か
︑
と
い
う
思

考
を
前
提
に
す
る
こ
と
な
く
︑
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
内
容
形
成
の
不
適
切
さ
を
判
断
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
事
実
と
し
て
︑﹁
婚
姻
そ
れ
自
体
に
本
質
的
に
内

在
﹂
︵
小
山
・
前
掲
注
(208
)
・
﹁
判
批
﹂
︑
二
三
頁
︶
し
な
い
権
利
利
益
が
婚
姻
法
の
保
護
法
益
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
︑
そ
の
権
利
利
益
も
ま
た
︑﹁
婚
姻
の
自

由
﹂
の
保
護
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
別
の
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
た
規
律
﹂
が
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
の
内
容
形
成
に
含
ま
れ
る
可
能
性
を
最
初
か

ら
排
除
す
る
こ
と
も
ま
た
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

(262
)

言
う
ま
で
も
な
く
︑
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
を
す
べ
て
自
由
の
﹁
制
限
﹂
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
婚
姻
の
本
質
を
規
定
す
る

法
律
の
適
用
を
排
除
す
る
請
求
権
を
婚
姻
の
自
由
は
内
包
し
て
い
な
い
︒
S
ee,
Strauss,
su
pra
note
242,
at
1733.

(263
)

高
橋
・
前
掲
注
(
6
)
︑
一
四
七
頁
︵
傍
点
は
筆
者
︶
︒

(264
)

例
え
ば
︑
米
沢
広
一
﹁
憲
法
と
家
族
法
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
五
号
︵
一
九
九
五
年
︶
八
頁
は
︑
憲
法
二
四
条
が
﹁
夫
婦
︑
親
子
か
ら
成
る
法
律
上
の
家
族
﹂
を
﹁
国
家
が

保
護
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
﹂
と
し
て
︑
﹁
法
律
上
の
家
族
の
保
護
﹂
が
憲
法
二
四
条
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
﹁
重
要
な
立
法
目
的
﹂
と
見
な
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
す

る
批
判
と
し
て
︑
安
念
・
前
掲
注
(136
)
・
﹁
家
族
形
成
と
自
己
決
定
権
﹂︑
一
三
一
頁
︑
一
四
三
頁
︑
特
に
そ
の
(5
)も
参
照
︒

(265
)

拙
稿
﹁
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
可
能
性
︵
二
︶
﹂
法
学
論
叢
一
八
三
巻
四
号
︵
二
〇
一
八
年
︶
一
二
一
-
一
二
三
頁
︒

(266
)

こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず
︑
大
村
敦
志
﹃
家
族
法
︹
第
三
版
︺﹄︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
〇
年
︶
二
三
-
二
五
頁
を
参
照
︒

(267
)

最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八
号
二
五
九
四
頁
︹
夫
婦
同
氏
制
合
憲
判
決
︺︒

(268
)

最
大
判
昭
和
四
四
年
一
〇
月
三
一
日
民
集
二
三
巻
一
〇
号
一
八
九
四
頁
︒

(269
)

﹁
契
約
の
自
由
の
原
則
﹂
に
関
し
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
内
田
貴
﹃
民
法
Ⅱ

第
二
版

債
権
各
論
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
七
年
︶
一
八
-
一
九
頁
︑
潮
見
佳
男

﹃
基
本
講
義

債
権
各
論
Ⅰ

契
約
法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得

第
三
版
﹄︵
新
世
社
︑
二
〇
一
七
年
︶︑
一
-
三
頁
を
参
照
︒
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(270
)

上
野
・
前
掲
注
(234
)
︑
一
七
六
-
一
七
七
頁
を
参
照
︒

(271
)

竹
中
・
前
掲
注
(
4
)
︑
一
八
八
-
一
九
三
頁
︒

(272
)

C
ass
Sunstein,T
h
e
R
igh
t
to
M
arry,26
C
A
R
D
O
Z
O

L
.R
E
V
.2081,2083-2084
(2005).Sunstein
の
婚
姻
の
自
由
に
関
し
て
は
︑
Strauss,su
pra
note
242,at

1711-1712,
植
木
・
前
掲
注
(242
)
︑
二
〇
頁
︑
二
八
頁
︑
三
○
頁
も
参
照
︒

(273
)

渋
谷
秀
樹
﹃
憲
法
︵
第
三
版
︶
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
七
年
︶
四
六
二
頁
︒

(274
)

長
谷
部
・
前
掲
注
(
3
)
︑
一
八
七
頁
︒

(275
)

大
村
・
前
掲
注
(266
)
︑
四
〇
-
六
〇
頁
︑
青
山
・
有
地
編
・
前
掲
注
(234
)︑
三
五
八
-
三
六
七
頁
︹
黒
木
三
郎
︺︑
二
宮
周
平
編
﹃
新
注
釈
民
法
⒄
﹄︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一

七
年
︶
︑
一
九
三
-
二
〇
七
頁
︹
神
谷
遊
︺
を
参
照
︒

(276
)

大
村
・
前
掲
注
(266
)
︑
二
四
一
頁
︒

(277
)

Strauss,
su
pra
note
242,
at
1744-1753.
こ
こ
で
の
﹁
不
完
全
義
務
︵
im
perfect
duty
︶﹂
と
は
︑
倫
理
学
で
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
り
︑﹁
完
全
義
務
︵
perfect

duty
︶
﹂
の
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
︵
Id
,
at
1749
﹁
不
完
全
義
務
が
我
々
に
目
的
を
追
求
す
る
よ
う
義
務
付
け
る
の
に
対
し
て
︑
完
全
義
務
は
︑
我
々
に
特
定
の
行
為

を
遂
行
す
る
よ
う
義
務
付
け
る
﹂
︶
︒

(278
)

Id
,
at
1745.

(279
)

Id
,
at
1748.

(280
)

Id
,
at
1749.

(281
)

Id
,
at
1756,1759.

(282
)

Id
,
at
1695,1741,1746-1747,1759-1760.

(283
)

Id
,
at
1760.

(284
)

神
谷
・
前
掲
注
(275
)
︑
一
八
七
頁
︒

(285
)

ボ
ン
基
本
法
六
条
一
項
の
﹁
婚
姻
﹂
と
同
性
間
に
も
拡
張
さ
れ
た
法
律
上
の
﹁
婚
姻
﹂
の
関
係
に
つ
き
︑
本
文
と
同
様
の
指
摘
を
行
う
も
の
と
し
て
︑
U
w
e
V
olkm
an,

V
erfassungsänderung
und
V
erfassungsw
andel,
JZ
73
(2018),265
(271).

(286
)

こ
の
よ
う
な
憲
法
二
四
条
の
婚
姻
の
意
味
の
変
化
を
︑
あ
る
種
の
﹁
憲
法
変
遷
﹂
と
見
な
す
な
ら
ば
︑
そ
も
そ
も
︑
憲
法
が
こ
の
よ
う
な
憲
法
変
遷
を
許
容
し
て
い
る
の

か
︑
ま
た
︑
そ
の
変
遷
に
限
界
は
存
在
す
る
の
か
が
︑
﹁
同
性
婚
が
立
法
上
導
入
可
能
か
否
か
を
問
う
以
前
に
﹂
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に

お
い
て
︑
こ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
婚
姻
概
念
を
決
定
す
る
基
準
に
関
す
る
議
論
が
過
小
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
村
山
美
樹
﹁
同
性
婚
を
め
ぐ
る
憲
法
上
の

議
論

ド
イ
ツ
と
の
比
較
を
通
じ
て

﹂
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
四
六
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
三
頁
以
下
を
参
照
︵
上
記
引
用
は
︑
同
︑
一
三
頁
︶︒

(287
)

大
石
・
前
掲
注
(219
)
︑
一
三
○
頁
︒
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(288
)

白
水
隆
﹁
同
性
婚
と
日
本
国
憲
法
﹂
毛
利
透
・
須
賀
博
志
・
中
山
茂
樹
・
片
桐
直
人
﹃
比
較
憲
法
学
の
現
状
と
展
望

初
宿
正
典
先
生
古
稀
祝
賀
﹄︵
成
文
堂
︑
二
〇
一
八

年
︶
六
○
一
-
六
○
二
頁
︒

(289
)

二
宮
周
平
﹃
事
実
婚
の
判
例
総
合
解
説
﹄
︵
信
山
社
︑
二
〇
○
六
年
︶
一
九
八
-
二
〇
○
頁
を
参
照
︒

(290
)

佐
藤
幸
治
﹁
個
人
の
尊
厳
と
国
民
主
権
﹂
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
野
中
俊
彦
﹃
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
九
四
年
︶
一
○
頁
︒

(291
)

土
井
真
一
﹁
佐
藤
幸
治
教
授
の
人
格
的
自
律
権
論

そ
の
意
義
と
射
程
﹂
法
律
時
報
八
一
巻
一
一
号
︵
二
〇
○
九
年
︶
六
三
頁
︒

(292
)

ま
さ
に
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
︑
﹁
﹃
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
婚
姻
︵
E
he
für
alle︶﹄
の
導
入
を
き
っ
か
け
に
︑
こ
れ
が
文
字
通
り
の
憲
法
改
正
と
い
う
手
段
の
な
か
で

の
み
行
わ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
は
反
対
に
︑
こ
の
新
た
な
規
定
そ
れ
自
体
が
正
統
性
の
あ
る
憲
法
変
遷
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
の
か
否
か
を

め
ぐ
っ
て
︑
活
発
な
議
論
が
勃
発
し
て
い
る
﹂
︵
V
olkm
an
(F
n.285),
S.265︶︒
も
ち
ろ
ん
︑
ド
イ
ツ
と
は
違
っ
て
︑
日
本
に
お
い
て
は
︑
憲
法
上
の
婚
姻
が
異
性
間
の

婚
姻
に
限
ら
れ
る
と
い
う
有
権
解
釈
機
関
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
︑
日
本
国
憲
法
二
四
条
の
解
釈
の
枠
内
で
同
性
婚
の
保
護
を
導
く
可
能
性
も
ま
た
︑

必
ず
し
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
多
く
の
学
説
は
︑
憲
法
二
四
条
の
婚
姻
が
異
性
間
の
婚
姻
で
あ
っ
て
︑
同
条
か
ら
異
性
婚
と
同
程
度
の
同
性
婚
の
保
護

が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
立
場
に
依
拠
し
て
い
る
︒

(293
)

O
bergefell,135
S.
C
t.
at
2594
(opinion
of
the
court).

(294
)

Id,
at
2602.

(295
)

駒
村
・
前
掲
注
(
44
)
︑
一
七
頁
︒

(296
)

渡
辺
ほ
か
・
前
掲
注
(210
)
︑
一
一
六
頁
︹
松
本
和
彦
︺
︒

(297
)

木
村
草
太
﹁
平
等
権
と
違
憲
審
査
基
準

適
切
な
権
利
の
使
い
分
け
﹂
法
学
教
室
四
五
二
号
︵
二
〇
一
八
年
︶
三
七
頁
︒

(298
)

佐
藤
・
前
掲
注
(
4
)
︑
一
七
三
-
一
七
四
頁
︑
二
〇
八
頁
︑
及
び
︑
同
﹁
憲
法
学
に
お
い
て
﹃
自
己
決
定
権
﹄
を
い
う
こ
と
の
意
味
﹂
同
﹃
日
本
国
憲
法
と
﹁
法
の
支

配
﹂
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
三
四
頁
︒

(299
)

長
谷
部
・
前
掲
注
(
3
)
︑
一
一
一
-
一
一
四
頁
︒

(300
)

木
村
草
太
﹃
平
等
な
き
平
等
条
項
論

equal
protection
条
項
と
憲
法
一
四
条
一
項
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
八
年
︶
一
九
四
頁
︒

(301
)

松
本
和
彦
﹃
事
例
問
題
か
ら
考
え
る
憲
法
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
八
年
︶
二
五
頁
︒

(302
)

ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
に
お
け
る
基
本
財
と
し
て
の
﹁
自
尊
﹂
に
関
し
て
は
︑
前
掲
注
(84
)で
挙
げ
た
文
献
の
ほ
か
︑
栗
村
亜
寿
香
﹁
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
﹃
自
尊
の
社

会
的
基
盤
﹄
の
検
討
﹂
人
間
・
環
境
学
第
二
六
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
一
七
一
頁
以
下
も
参
照
︒

(303
)

R
aw
ls,
A
T
H
E
O
R
Y

O
F

JU
ST
IC
E
,
su
pra
note
84,
at
386
(﹃
正
義
論

改
訂
版
﹄
五
七
八
頁
).

(304
)

Id.

(305
)

Id,
at
155
(﹃
正
義
論

改
訂
版
﹄
二
四
二
頁
).
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(306
)

安
西
文
雄
﹁
法
の
下
の
平
等
に
つ
い
て
︵
二
︶
﹂
国
家
学
会
雑
誌
一
〇
七
巻
一
・
二
号
︵
一
九
九
四
年
︶
二
一
二
-
二
一
三
頁
︒

(307
)

我
が
国
の
最
高
裁
は
︑
昭
和
三
○
年
代
以
降
︑
基
本
的
に
は
︑
憲
法
一
四
条
一
項
の
規
範
内
容
を
前
段
と
後
段
の
区
別
な
く
︑
別
異
取
扱
い
に
つ
い
て
﹁
合
理
的
根
拠
﹂

が
あ
る
限
り
違
憲
で
は
な
い
と
考
え
る
相
対
的
平
等
説
に
依
拠
し
て
き
た
︒
つ
ま
り
︑
良
く
も
悪
く
も
︑
後
段
に
特
別
の
意
義
を
認
め
な
い
の
が
︑
通
説
的
な
判
例
法
理
の

評
価
で
あ
る
︒
木
村
・
前
掲
注
(300
)
︑
三
二
-
三
三
頁
︑
安
西
文
雄
﹁
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
の
意
義
﹂
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
号
︵
二
〇
一
五
年
︶
七
五
頁
︑
山
本
・
前

掲
注
(
64
)
︑
二
二
八
頁
を
参
照
︒

(308
)

長
谷
部
恭
男
﹃
憲
法
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
三
年
︶
三
三
頁
︵﹁
個
人
の
自
律
と
平
等
と
は
︑
根
底
に
お
い
て
結
び
付
い
て
い
る
﹂︶︒

(309
)

た
だ
し
︑
続
く
第
三
款
で
も
述
べ
る
よ
う
に
︑
本
稿
は
︑
﹁
自
尊
の
権
利
﹂
を
は
じ
め
と
し
て
︑
憲
法
一
三
条
前
段
の
﹁
個
人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶﹂
原
理
か
ら
直
接
的
に
独

自
の
主
観
的
権
利
を
観
念
す
る
こ
と
に
は
懐
疑
的
な
立
場
で
あ
る
︒

(310
)

W
aldron,
H
A
T
E

SP
E
E
C
H
,
su
pra
note
203,
at
105
︵
﹃
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
危
害
﹄
一
二
四
-
一
二
五
頁
︶︵
傍
点
は
筆
者
︶.

(311
)

Id,
at
108
(﹃
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
危
害
﹄
一
二
八
頁
)
(訳
文
は
一
部
変
更
).

(312
)

Id
at
109
(﹃
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
危
害
﹄
一
二
九
頁
).

(313
)

宍
戸
常
寿
﹃
憲
法
解
釈
論
の
応
用
と
展
開
︹
第
二
版
︺
﹄
︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
一
四
年
︶
一
〇
九
頁
︒

(314
)

長
谷
部
編
・
前
掲
注
(9
)
︑
八
二
頁
︹
土
井
真
一
︺
︒

(315
)

拙
稿
・
前
掲
注
(265
)
︑
一
三
二
頁
︒

結
び
に
代
え
て

以
上
︑
本
稿
で
は
︑﹁
対
等
な
尊
厳
﹂
と
い
う
観
念
に
触
れ
て
同
性
間
に
婚
姻
を
認
め
な
い
州
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
二
〇
一
五
年
の

O
bergefell
v.
H
odges
事
件
判
決
の
立
論
に
着
目
し
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
﹁
尊
厳
﹂
の
観
念
を
密
接
不
可
分
な
も
の
と
見
な
す
同
判
決

と
同
様
の
立
論
が
︑
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
同
性
婚
の
解
釈
に
お
い
て
も
援
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑

同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
に
向
け
た
︑
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
憲
法
一
三
条
前
段
の
﹁
個

人
の
尊
重
︵
尊
厳
︶
﹂
原
理
と
同
条
後
段
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
の
動
態
的
な
解
釈
を
通
じ
て
︑
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
要
請
を
基
礎

付
け
る
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
︒
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第
三
章
第
一
節
で
示
し
た
よ
う
に
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
と
い
う
権
利
が
︑
規
範
内
在
的
に
︑
異
性
間
の
婚
姻
に
限
ら
れ
る
と
す
る
解
釈
に

は
限
界
が
あ
る
︒
確
か
に
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
と
異
な
り
︑
日
本
国
憲
法
に
は
﹁
両
性
の
合
意
﹂
や
﹁
夫
婦
の
同
権
﹂
と
い
っ
た
文
言

が
明
記
さ
れ
た
﹁
婚
姻
﹂
に
関
す
る
憲
法
条
文
が
存
在
す
る
も
の
の
︑
こ
の
条
文
の
存
在
は
︑
憲
法
一
三
条
後
段
の
も
と
で
同
性
間
の
﹁
婚

姻
の
自
由
﹂
を
導
出
す
る
こ
と
ま
で
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
換
言
す
れ
ば
︑
す
べ
て
の
人
に
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
保
障
す
る
た
め
に
︑

憲
法
二
四
条
と
憲
法
一
三
条
が
重
畳
的
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
憲
法
解
釈
で
あ
る
︒
こ
の
条
文
間
関
係
を
前
提
と
す
る
限
り
︑

同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
に
関
し
て
︑
両
条
項
の
間
に
対
抗
関
係
や
緊
張
関
係
が
生
ず
る
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
い
︒

も
っ
と
も
︑﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
を
﹁
基
本
的
人
権
﹂
と
見
な
す
本
稿
の
よ
う
な
解
釈
の
帰
結
と
し
て
︑
婚
姻
が
憲
法
の
手
厚
い
保
護
を
受

け
る
と
い
う
点
で
︑
な
お
︑
婚
姻
と
婚
姻
外
の
親
密
な
結
合
関
係
の
間
に
は
差
異
が
生
じ
る
︒
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
こ
こ
で
生
じ
る
差
異
が
︑

憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
に
照
ら
し
て
合
理
的
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ

の
よ
う
な
差
異
の
存
在
が
︑
直
ち
に
︑
婚
姻
制
度
の
廃
止
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
︑
本
稿
が
第
二
章
第
四
節
に
お

い
て
婚
姻
制
度
特
権
化
論
に
対
し
て
応
答
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
︒
蟻
川
恒
正
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
︑
法
と
い
う
規
範
シ
ス

テ
ム
は
︑
一
定
の
別
異
取
扱
い
を
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
自
ら
の
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
に
内
蔵
す
る
こ
と
な
く
作
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(315
)

︒
た

だ
︑
法
律
婚
制
度
の
存
在
が
︑
内
縁
準
婚
理
論
の
よ
う
に
︑
裁
判
所
に
よ
る
法
形
成
を
通
じ
て
婚
姻
外
の
親
密
な
結
合
関
係
に
法
的
保
護
を

拡
張
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
排
除
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
し
︑
婚
姻
外
で
親
密
な
関
係
を
形
成
す
る
自
由
も
ま
た
︑
そ
の
関
係
が

他
方
当
事
者
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す
る
支
配
従
属
関
係
に
転
化
し
な
い
限
り
で
︑﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
解

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

と
は
い
え
︑
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
社
会
の
認
識
が
流
動
的
に
変
化
す
る
な
か
で
︑
本
稿
が
示
し
た
同
性
婚
の
憲
法
解
釈
は
︑
そ
の
変
化

に
対
す
る
一
つ
の
方
向
性
を
示
し
た
も
の
で
し
か
な
く
︑
今
後
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
は
数
多
い
︒
以
下
︑
一
点
だ
け
指
摘
し
て
お
く
︒

本
稿
は
︑
憲
法
二
四
条
を
主
と
し
て
異
性
間
の
婚
姻
の
自
由
を
保
護
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
き
た
通
説
的
な
見
解
を
前
提
に
︑
憲
法
一
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三
条
後
段
の
﹁
幸
福
追
求
権
﹂
規
定
の
も
と
で
︑
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
を
要
請
す
る
解
釈
を
暫
定
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
︑
憲
法
二
四

条
の
も
と
で
の
動
態
的
な
保
護
の
可
能
性
に
関
し
て
は
︑
今
後
の
検
討
に
委
ね
て
い
る
︒
婚
姻
が
異
性
間
に
限
ら
れ
る
と
す
る
裁
判
所
の
有

権
解
釈
が
存
在
し
な
い
現
状
に
お
い
て
︑
日
本
の
最
高
裁
は
︑
O
bergefell
判
決
の
よ
う
に
︑
包
括
的
基
本
権
条
項
の
も
と
で
動
態
的
に
同

性
婚
の
保
護
を
導
く
と
い
う
解
釈
を
採
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
︑
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
よ
う
に
︑
憲
法
二
四
条
の
婚
姻
を
異
性
間

に
限
定
し
た
う
え
で
︑
憲
法
一
四
条
の
平
等
原
則
の
解
釈
を
通
じ
て
︑
婚
姻
と
実
質
的
な
法
的
保
護
を
同
性
間
の
関
係
に
付
与
す
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
(316
)

︒
今
後
︑
日
本
の
裁
判
所
が
︑
同
性
婚
の
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
如
何
な
る
判
断
を
示
す
の
か
に
注
目
し
つ
つ
(317
)

︑
比
較
法
研
究

の
射
程
を
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
や
学
説
に
拡
張
す
る
こ
と
で
︑
O
bergefell
判
決
と
は
対
照
的
な
彼
の
国
の
婚
姻
の
自
由
の
解
釈
や
︑
そ
れ

を
支
え
る
規
範
的
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

(315
)

蟻
川
恒
正
﹁
婚
外
子
法
定
相
続
分
最
高
裁
違
憲
決
定
を
読
む
﹂
法
学
教
室
三
九
七
号
︵
二
〇
一
三
年
︶
一
〇
八
頁
︒

(316
)

井
上
・
前
掲
注
(
12
)
︑
六
六
五
頁
以
下
を
参
照
︒

(317
)

二
〇
一
九
年
二
月
一
四
日
に
︑
一
三
組
の
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
︑
同
性
が
法
律
婚
で
き
な
い
現
行
制
度
は
﹁
婚
姻
の
自
由
﹂
な
ど
を
定
め
た
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
て
︑
札

幌
︑
東
京
︑
名
古
屋
︑
大
阪
の
四
か
所
の
地
裁
で
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
一
斉
に
提
起
し
た
︵
毎
日
新
聞
二
〇
一
九
年
二
月
一
五
日
日
刊
︶︒
こ
の
訴
訟
の
弁
護
団
の
活
動

に
つ
い
て
は
︑
http://m
arriageforall.jp/
︵
二
〇
一
九
年
二
月
一
五
日
閲
覧
︶
を
参
照
︒

︿
付
記
﹀

本
稿
は
︑
平
成
三
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
︶
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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