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□

要

旨

近
年
︑
家
族
法
︵
民
法
第
四
編
お
よ
び
第
五
編
︶
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
憲
法
上
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
︒﹁
非
嫡
出
子
相
続
分
﹂︑﹁
夫
婦
同
氏
制
﹂

な
ら
び
に
﹁
女
子
の
再
婚
禁
止
期
間
﹂
を
め
ぐ
る
裁
判
が
あ
っ
た
し
︑
そ
の
他
に
も
︑
家
族
に
関
し
て
は
︑
代
理
出
産
に
お
け
る
親
子
関
係
︑
同

性
婚
の
可
否
︑
単
独
世
帯
の
増
加
な
ど
の
新
た
な
問
題
も
起
こ
っ
て
い
る
︒
日
本
国
憲
法
制
定
時
か
ら
﹁
家
族
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
は
絶
え
な
い
︒

現
憲
法
成
立
を
機
に
︑
わ
が
国
の
家
族
制
度
は
大
き
く
変
わ
っ
た
︒

本
稿
で
は
︑
昭
和
二
〇
年
代
後
半
か
ら
盛
ん
と
な
っ
た
憲
法
改
正
議
論
の
中
で
︑
第
二
四
条
に
つ
い
て
︑
改
憲
派
・
改
憲
反
対
派
が
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
主
張
し
て
い
る
の
か
を
取
り
上
げ
る
︒
両
者
の
対
立
点
は
︑
家
族
の
あ
り
方
を
ど
う
捉
え
る
か
に
あ
り
︑
そ
の
根
底
に
は
﹁
家
族
と
個

人
﹂
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
存
在
す
る
︒
こ
の
点
に
焦
点
を
定
め
て
︑
家
族
の
尊
重
と
個
人
の
尊
厳
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

憲
法
改
正
論

憲
法
第
二
四
条

家
族
の
保
護

個
人
の
尊
厳

家
族
と
個
人
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一

は
じ
め
に
︱
家
族
法
を
め
ぐ
る
議
論

家
族
法
︵
主
に
民
法
第
四
編
親
族
・
第
五
編
相
続
を
指
す
︶
に
関
し
て
は
︑
以
前
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
︒

平
成
八
年
に
﹁
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
﹂︵
二
月
二
六
日
法
制
審
議
会
決
定
︶
が
発
表
さ
れ
た
︵
１
︶

︒
こ
こ
に
は
一
二
項
の
改
正

が
示
さ
れ
て
お
り
︑
女
子
の
再
婚
禁
止
の
期
間
を
百
日
と
す
る
こ
と
︵
第
一
︶︑﹁
選
択
的
夫
婦
別
氏
﹂
を
導
入
す
る
こ
と
︵
第
三
︶︑
嫡

出
子
と
非
嫡
出
子
の
相
続
分
を
平
等
に
す
る
こ
と
︵
第
一
〇
︶
等
が
提
言
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
民
法
の
改
正
は
行
わ
れ
な
い
ま

ま
十
数
年
が
経
過
し
︑
そ
う
し
た
中
で
︑
日
本
各
地
で
家
族
法
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
戦
後

五
〇
年
を
経
過
し
た
中
で
︑﹁
家
族
︵
観
︶﹂
の
変
化
が
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

と
り
わ
け
︑
右
に
挙
げ
た
要
綱
の
三
項
目
に
つ
い
て
は
︑
最
高
裁
判
所
の
判
断
も
示
さ
れ
︑
大
い
に
世
間
の
注
目
を
集
め
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
裁
判
に
も
﹁
家
族
﹂
の
あ
り
方
が
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
本
論
に
入
る
前
に
︑
最
高
裁
判
決
︵
決
定
︶

に
お
い
て
家
族
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒

民
法
九
〇
〇
条
四
号
但
し
書
の
定
め
る
非
嫡
出
子
の
相
続
分
に
つ
き
︑
違
憲
判
断
が
示
さ
れ
た
平
成
二
五
年
九
月
四
日
の
最
高
裁
決
定
︵
２
︶

に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
︵
違
憲
判
断
の
前
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
︶︒

﹁
平
成
期
に
入
っ
た
後
に
お
い
て
は
︑
い
わ
ゆ
る
晩
婚
化
︑
非
婚
化
︑
少
子
化
が
進
み
︑
こ
れ
に
伴
っ
て
中
高
年
の
未
婚
の
子
ど

も
が
そ
の
親
と
同
居
す
る
世
帯
や
単
独
世
帯
が
増
加
し
て
い
る
と
と
も
に
︑
離
婚
件
数
︑
特
に
未
成
年
の
子
を
持
つ
夫
婦
の
離
婚
件

数
及
び
再
婚
件
数
も
増
加
す
る
な
ど
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
婚
姻
︑
家
族
の
形
態
が
著
し
く
多
様
化
し
て
お
り
︑
こ
れ

に
伴
い
︑
婚
姻
︑
家
族
の
在
り
方
に
対
す
る
国
民
の
意
識
の
多
様
化
が
大
き
く
進
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹂︒︵
傍
線
引

―2―



用
者
︶

ま
た
︑
民
法
七
五
〇
条
の
定
め
る
夫
婦
同
氏
制
が
問
題
と
さ
れ
た
裁
判
で
︑
合
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
の

﹁
夫
婦
別
姓
訴
訟
﹂
判
決
︵
３
︶

に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
︒

﹁
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
事
項
は
︑
国
の
伝
統
や
国
民
感
情
を
含
め
た
社
会
状
況
に
お
け
る
種
々
の
要
因
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
夫
婦
や
親
子
関
係
に
つ
い
て
の
全
体
の
規
律
を
見
据
え
た
総
合
的
な
判
断
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
﹂︑﹁
氏
は
︑
家
族
の
呼
称
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
と
こ
ろ
︑
現
行
の
民
法
に
お
い
て
も
︑
家
族
は
社
会
の
自
然
か
つ
基
礎

的
な
集
団
単
位
と
捉
え
ら
れ
︑
そ
の
呼
称
を
一
つ
に
定
め
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
﹂︒︵
傍
線
引
用
者
︶

二
五
年
決
定
で
は
︑
家
族
の
形
態
の
変
化
や
︑
国
民
意
識
の
多
様
性
を
背
景
に
︑
非
嫡
出
子
の
扱
い
も
従
来
と
は
異
な
る
べ
き
と
す
る

見
解
を
正
当
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︵
平
成
七
年
七
月
五
日
の
決
定
で
は
同
規
定
は
合
憲
と
さ
れ
て
い
た
︶︒
二
七
年
判
決
は
︑
家

族
形
態
の
変
化
を
認
め
つ
つ
も
︑
な
お
家
族
の
社
会
的
な
意
義
を
認
め
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
最
高
裁
判
決
︵
決
定
︶
は
︑

事
案
に
よ
っ
て
︑
家
族
に
対
す
る
評
価
に
違
い
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
︒
た
だ
し
︑
家
族
の
あ
り
方
と
い
っ
た
問
題
は
︑
裁
判
所

の
判
断
も
重
要
で
あ
る
と
は
い
え
︑
国
民
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
最
終
的
に
は
国
民
代
表
機
関
た
る
国
会
の
判
断
に
俟
た

ね
ば
な
ら
な
い
︒

家
族
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
上
述
の
よ
う
な
論
点
が
存
在
す
る
と
と
も
に
︑
憲
法
改
正
問
題
と
し
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
特
に
︑

﹁
家
族
の
保
護
︵
ま
た
は
尊
重
︶﹂
に
関
す
る
議
論
が
重
要
で
あ
る
︒

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶
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二

憲
法
改
正
論
議
の
中
の
家
族
の
保
護
︱
昭
和
時
代

日
本
国
憲
法
成
立
時
に
お
い
て
も
︑
現
行
憲
法
二
四
条
に
関
連
し
て
家
族
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
っ
た
︒
そ
の
中
で
︑
憲
法
二
四
条
に
︑

﹁
家
族
族
生
活
は
︑
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
旨
の
規
定
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
提
案
も
な
さ
れ
た
が
︑
結
局
そ
れ
は
実
現

さ
れ
な
か
っ
た
︵
４
︶

︒

そ
の
後
も
︑﹁
家
族
︵
生
活
︶
の
尊
重
︵
保
護
︶﹂
を
憲
法
に
規
定
す
べ
し
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
は
︑
基
本
的
に
今
日

ま
で
続
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
こ
こ
で
は
︑
憲
法
改
正
論
議
が
活
発
と
な
っ
た
昭
和
二
〇
年
代
後
半
か
ら
の
主
な
改
憲
論
の
中
で
の

﹁
家
族
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒

例
え
ば
︑
昭
和
二
九
年
一
一
月
発
表
の
自
由
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
案
要
綱
﹂
に
は
︑
国
民
の
権
利
及
び
義
務
の
中
で
﹁
四
︑
旧
来
の

封
建
的
家
族
制
度
の
復
旧
は
否
定
す
る
が
︑
夫
婦
親
子
を
中
心
と
す
る
血
族
的
共
同
体
を
保
護
尊
重
し
親
の
子
に
対
す
る
扶
養
お
よ
び
教

育
の
義
務
︑
子
の
親
に
対
す
る
孝
養
の
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
﹂
が
示
さ
れ
て
い
た
︵
５
︶

︒
ま
た
︑
同
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
進
歩
党
﹁
憲
法

調
査
会
報
告
書
﹂
の
第
三
部
会
報
告
の
中
に
は
︑﹁
家
族
生
活
に
関
す
る
二
四
条
の
規
定
は
個
人
の
尊
重
と
両
性
の
本
質
的
平
等
の
二
原

則
を
掲
げ
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒
旧
家
族
制
度
へ
の
復
元
は
厳
に
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
︑
苟
も
家
庭
な
る
も
の
が
存
在
す
る
以
上
は
家

庭
の
平
和
︑
家
族
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
第
三
の
原
理
を
表
明
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
︵
６
︶

︒

昭
和
三
〇
年
一
月
発
行
の
憲
法
研
究
会
︵
神
川
彦
松
代
表
︶﹃
日
本
国
自
主
憲
法
試
案
﹄
に
は
︑﹁
十
八
︑
家
族
の
概
念
を
明
確
に
す
る

こ
と
﹂
が
掲
げ
ら
れ
︑
そ
の
解
説
に
﹁﹃
家
﹄
と
い
う
本
来
︑
共
同
体
的
な
も
の
を
極
め
て
個
人
主
義
的
な
考
え
方
で
律
し
︑
そ
の
結
果

﹃
家
﹄
と
い
う
も
の
の
破
壊
を
招
く
の
は
考
え
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒︹
中
略
︺
家
族
と
い
う
も
の
は
︑
人
間
社
会
の
基
礎
構
造
た
る
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共
同
体
で
あ
る
こ
と
を
法
文
に
明
規
し
て
家
族
の
本
質
と
倫
理
と
を
国
民
に
理
解
せ
し
め
る
こ
と
は
︑
必
要
で
あ
ろ
う
﹂︵
︹

︺
内
は
筆
者
︑

以
下
同
じ
︶
と
説
か
れ
て
い
る
︵
７
︶

︒
同
旨
の
主
張
は
︑
昭
和
三
一
年
四
月
の
自
由
民
主
党
﹁
憲
法
改
正
の
問
題
点
︵
８
︶

﹂
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
三
一
年
五
月
の
憲
法
研
究
会
︵
大
西
邦
敏
代
表
︶﹁
新
日
本
国
憲
法
草
案
﹂
第
二
六
条
は
︑﹁︵
一
項
︶
婚
姻
し
及
び
家

族
を
持
つ
自
由
は
︑
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
︒︵
二
項
︶
婚
姻
は
︑
夫
婦
の
権
利
及
び
義
務
の
平
等
を
基
本
と
し
︑
家
庭
は
︑

家
族
相
互
の
愛
情
と
扶
助
を
基
本
と
し
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︵
三
項
︶
国
は
︑
家
庭
の
基
礎
と
し
て
婚
姻
を
保
護
し
︑
奨

励
し
及
び
婚
姻
を
妨
げ
る
一
切
の
物
質
的
及
び
社
会
的
障
害
を
除
去
し
︑
社
会
の
基
本
的
な
単
位
に
し
て
且
つ
自
然
的
な
倫
理
的
な
結
合

と
し
て
家
庭
を
尊
重
し
及
び
こ
れ
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︵
四
項
︶
婚
姻
及
び
家
庭
に
関
す
る
一
切
の
事
項
に
関
し
て
は
︑
法

律
は
︑
妻
の
保
護
︑
個
人
の
尊
厳
及
び
男
女
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
︑
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂
と
の
詳
細
な
規
定
を
設

け
て
い
る
︵
９
︶

︒

こ
の
時
期
の
改
憲
論
に
お
い
て
︑
一
様
に
憲
法
二
四
条
の
改
正
に
つ
き
︑
家
族
︵
家
庭
︶
の
保
護
な
い
し
尊
重
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
︒

次
に
︑
昭
和
三
二
年
か
ら
三
九
年
ま
で
内
閣
の
下
に
設
置
さ
れ
て
い
た
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
︒
そ
の
報
告
書
に

は
︑
憲
法
二
四
条
を
め
ぐ
っ
て
︑
次
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︵
10
︶

︒

家
庭
に
お
け
る
家
族
の
共
同
生
活
に
関
す
る
法
原
理
お
よ
び
家
庭
生
活
の
保
護
に
つ
い
て
︑
憲
法
に
規
定
を
お
く
必
要
が
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
︑
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
︒︹
中
略
︺﹃
家
﹄
の
制
度
の
廃
止
は
︑
両
性
の
平
等
お
よ
び
家
族
の
地
位
の
向
上
に
お
い

て
︑
是
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
︑
現
行
憲
法
の
趣
旨
を
維
持
す
べ
き
も
の
と
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
／
こ
れ
に
対
し
て
︑

現
在
の
憲
法
︑
民
法
の
個
人
本
位
的
な
方
針
を
批
判
し
︑
家
族
の
共
同
生
活
に
お
け
る
相
互
の
敬
愛
の
精
神
と
道
義
と
を
向
上
さ
せ
︑

家
族
の
共
同
生
活
そ
れ
自
体
を
憲
法
に
よ
り
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
︑
ま
た
戸
主
中
心
の
権
力
的
な
旧
家
族
制
度
で
は
な

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶

―5―



く
︑
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
の
家
族
共
同
体
を
認
め
︑
こ
れ
を
家
と
し
︑
こ
れ
を
憲
法
に
よ
っ
て
尊
重
し
保
護
す
べ
き
あ
る
と
い
う
見

解
等
が
主
張
さ
れ
た
︒
家
庭
生
活
の
保
護
に
つ
い
て
は
︑
倫
理
道
徳
の
面
に
止
ま
ら
ず
︑
経
済
的
な
生
活
保
障
を
も
加
え
る
べ
き
こ

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
憲
法
調
査
会
は
︑
改
正
を
要
す
る
と
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
っ
た
が
︑
調
査
会
と
し
て
の
意
見
は
統
一
さ
れ
ず
︑
報
告
書
は
両
論

併
記
の
形
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
家
族
ま
た
は
家
庭
﹂
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︵
11
︶

︒

憲
法
二
十
四
条
が
家
族
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
に

関
し
て
︑
そ
れ
は
家
族
の
共
同
生
活
お
よ
び
家
庭
の
保
護
の
上
に
適
切
で
は
な
い
と
し
︑
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
規
定
を
設
け
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
︒
こ
の
意
見
の
う
ち
︑
家
族
の
共
同
生
活
に
つ
い
て
の
も
の
は
︑
第
二
十
四
条
が
個
人
の
尊
厳
と
両

性
の
本
質
的
平
等
と
を
強
調
す
る
の
あ
ま
り
︑
家
族
間
︑
と
く
に
親
子
・
夫
婦
間
の
親
和
・
敬
愛
・
協
力
の
観
念
が
軽
視
さ
れ
︑
日

本
古
来
の
家
族
制
度
の
伝
統
が
失
わ
れ
︑
ま
た
種
々
の
社
会
的
問
題
も
生
じ
て
い
る
と
す
る
意
見
で
あ
る
︒
／
ま
た
︑
家
族
の
保
護

に
つ
い
て
の
意
見
は
︑
家
庭
が
社
会
構
成
の
基
本
単
位
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
︑
国
家
は
こ
れ
を
保
護
す
べ
き
責
任
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
︒
国
家
の
こ
の
責
任
は
︑
現
代
福
祉
国
家
の
実
現
の
た
め
の
国
家
の
責
任
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︒︹
中
略
︺

以
上
の
よ
う
な
意
見
に
対
し
て
︑
第
二
十
四
条
は
改
正
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
意
見
が
あ
る
︒
こ
の
意
見
は
︑
第
二
十
四
条
の

基
本
原
則
は
近
代
的
な
家
族
な
い
し
家
庭
の
あ
り
方
を
定
め
た
も
の
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
し
︑
ま
た
︑
家
族
間
の
道
義
的
な
関
係

は
憲
法
や
法
律
の
問
題
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
政
治
や
教
育
・
道
徳
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
調
査
会
に
お
け
る
代
表
的
な
意
見
を
取
り
上
げ
て
お
く
︒
改
正
論
の
例
と
し
て
︑
一
七
委
員
の
共
同
意
見
書
﹃
憲
法
改
正
の
方

向
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒﹁﹃
家
﹄︑﹃
家
庭
﹄
ま
た
は
﹃
家
族
﹄
と
い
う
の
は
︑
人
間
の
生
活
に
と
っ

て
も
っ
と
も
基
本
的
で
自
然
的
な
集
団
単
位
で
あ
る
︒
そ
れ
は
社
会
の
基
礎
単
位
と
も
な
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
よ
う
に
重
要
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な
意
味
を
も
つ
家
庭
に
つ
い
て
︑
現
代
の
憲
法
が
何
ら
の
規
定
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
︒︹
中
略
︺
家
庭
は
い
つ
の
時
代
に

な
っ
て
も
︑
愛
と
犠
牲
が
は
た
ら
く
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
︵
共
同
体
︶
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
︒
時
代
が
す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
︑
人

間
生
活
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
が
ま
す
の
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
に
国
家
に
よ
る
法
的
な
保
護
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︵
12
︶

﹂
と
︒

改
正
不
要
論
の
一
例
と
し
て
︑
中
川
善
之
助
委
員
︵
東
北
大
教
授
・
民
法
︶
の
意
見
を
記
し
て
お
こ
う
︒
次
の
如
く
で
あ
る
︒﹁
先
祖
か

ら
子
孫
ま
で
男
子
の
系
統
を
中
心
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
く
家
の
制
度
は
︑
家
父
長
の
権
力
と
と
も
に
封
建
的
な
権
威
主
義
に
結
び
つ
い

て
︑
家
庭
生
活
の
民
主
化
を
妨
げ
る
︒
第
一
三
条
︑
第
一
四
条
の
原
則
規
定
の
ほ
か
に
︑
家
族
生
活
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
平

等
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
お
く
こ
と
は
︑
近
代
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
︒
家
族
制
度
全
体
の
幸
福
の
た
め
の
親

和
︑
敬
愛
を
説
く
こ
と
は
︑
道
義
に
ま
か
せ
る
の
が
よ
く
︑
法
の
世
界
に
持
ち
込
む
と
従
来
の
伝
統
的
な
価
値
判
断
で
批
判
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
︵
13
︶

﹂
と
︒

憲
法
調
査
会
の
最
終
報
告
書
は
︑﹁
改
憲
是
非
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
調
査
会
と
し
て
何
ら
の
結
論
も
出
さ
ず
︑
両
論
と
そ
の
根
拠
︑

ま
た
考
え
方
の
差
異
を
並
記
し
︑
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
︑
国
民
の
判
断
に
ま
つ
と
い
う
基
本
的
態
度
を
堅
持
し
て
い
る
﹂︵
高
柳

賢
三
会
長
︶
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
︵
14
︶

︒
し
か
し
︑
憲
法
調
査
会
で
議
論
さ
れ
た
諸
点
は
︑
憲
法
改
正
問
題
を
網
羅
し
て
お
り
︑
そ
の
議
論

の
内
容
は
今
日
で
も
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
︵
約
六
〇
年
間
改
憲
問
題
の
論
点
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︶︒

六
〇
年
安
保
の
混
乱
に
よ
っ
て
退
陣
し
た
岸
信
介
内
閣
に
替
わ
っ
た
池
田
勇
人
内
閣
は
︑
憲
法
改
正
問
題
に
は
低
姿
勢
で
臨
み
︑
慎

重
・
消
極
的
な
態
度
を
示
し
た
︒
そ
の
後
︑
憲
法
改
正
論
議
は
停
滞
期
に
入
っ
た
︒

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶

―7―



三

平
成
期
の
憲
法
改
正
論
議
と
改
正
︵
試

︶
案
に
お
け
る
家
族
の
尊
重

平
成
に
入
っ
て
か
ら
憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
動
き
に
変
化
が
見
ら
れ
た
︒
湾
岸
戦
争
︵
平
成
三
年
︶
を
き
っ
か
け
と
し
た
憲
法
九
条
に
関

す
る
議
論
が
中
心
で
は
あ
っ
た
が
︑
政
治
の
場
に
お
い
て
も
憲
法
改
正
問
題
が
表
立
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
各
政
党
が
憲

法
に
関
す
る
見
解
を
発
表
し
た
︵
15
︶

︒
ま
た
︑
読
売
新
聞
社
は
﹁
憲
法
改
正
試
案
﹂
を
公
表
し
た
︵
16
︶

︒

そ
の
後
︑
平
成
一
二
年
一
月
に
は
衆
参
両
議
院
に
﹁
憲
法
調
査
会
﹂
が
設
置
さ
れ
︑
五
年
に
わ
た
る
調
査
の
結
果
︑
一
七
年
四
月
に
報

告
書
が
各
議
院
の
議
長
に
提
出
さ
れ
た
︵
17
︶

︒
こ
の
憲
法
調
査
会
に
お
い
て
も
︑﹁
家
族
﹂
の
あ
り
方
が
議
論
に
な
っ
て
い
た
︒

﹃
衆
議
院
憲
法
調
査
会
報
告
書
﹄
の
第
三
章
﹁
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
議
論
﹂﹁
第
一
節
あ
ら
ま
し
﹂
の
部
分
で
は
︑
以
下
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
︵
18
︶

︒

家
族
・
家
庭
に
関
し
て
は
︑
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
の
導
入
の
是
非
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
︑
女
性
の
働
く
権
利
に
資
す
る
等
の
た

め
に
︑
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
の
導
入
に
賛
成
す
る
意
見
と
︑
家
族
の
崩
壊
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
︑
こ
れ
に
反
対

す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
︒
／
ま
た
︑
家
族
・
家
庭
や
共
同
体
の
尊
重
の
よ
う
な
規
定
を
憲
法
に
設
け
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
議

論
が
行
わ
れ
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
意
見
が
分
か
れ
た
︒
／
家
族
・
家
庭
や
共
同
体
の
尊
重
の
よ
う
な
規
定
を
憲
法
に
設
け
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
︑
そ
の
論
拠
と
し
て
︑
①
二
四
条
が
行
き
す
ぎ
た
個
人
主
義
の
風
潮
を
生
ん
で
い
る
側
面
は
否
定
で
き
な

い
こ
と
︑
②
顕
在
化
し
て
い
る
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
社
会
の
基
礎
と
し
て
の
家
族
・
家
庭
の
重
要
性
を
再
認
識
し
︑
家

族
に
お
け
る
相
互
扶
助
︑
家
庭
教
育
等
の
家
族
・
家
庭
が
果
た
し
て
き
た
機
能
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
を
挙
げ
て
い
る
︒

／
家
族
・
家
庭
や
共
同
体
の
尊
重
の
よ
う
な
規
定
を
憲
法
に
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
意
見
は
︑
そ
の
論
拠
と
し
て
︑
①
利
己
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主
義
と
二
四
条
は
関
係
が
な
く
︑
同
条
を
否
定
的
に
み
る
必
要
は
な
い
こ
と
︑
②
家
庭
崩
壊
等
の
社
会
問
題
の
解
決
は
憲
法
に
規
定

を
置
く
よ
り
も
家
庭
生
活
を
守
る
た
め
の
具
体
的
な
政
策
に
待
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
③
家
族
・
家
庭
の
尊
重
の
よ
う
な
価
値

の
法
制
化
に
危
惧
を
覚
え
る
こ
と
︑
④
家
族
条
項
の
規
定
が
戦
前
の
家
制
度
へ
の
回
帰
に
つ
な
が
る
こ
と
へ
の
懸
念
等
を
挙
げ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
同
章
﹁
第
三
節

日
本
国
憲
法
の
各
条
章
に
関
す
る
意
見
﹂
の
部
分
で
は
︑﹁
家
族
・
家
庭
に
関
す
る
事
項
﹂
と
し
て
﹁
家
族
・

家
庭
に
関
す
る
事
項
を
憲
法
に
規
定
す
る
こ
と
の
是
非
﹂
が
取
り
上
げ
ら
れ
︑
や
や
詳
し
く
︑﹁
家
族
・
家
庭
や
共
同
体
の
尊
重
の
よ
う

な
規
定
﹂
を
憲
法
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
と
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
意
見
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︵
19
︶

︒

参
議
院
憲
法
調
査
会
の
﹃
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
調
査
報
告
書
﹄
で
は
︑
第
三
部
﹁
主
な
論
点
及
び
こ
れ
に
関
す
る
各
党
・
各
議
員
の

意
見
﹂
の
中
の
基
本
的
人
権
の
部
分
で
﹁
人
権
保
障
の
基
盤
︵
家
族
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
︶﹂
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で

も
結
論
的
に
は
両
論
併
記
と
な
っ
て
い
る
︵
20
︶

︒

右
の
よ
う
に
︑
平
成
に
入
っ
て
か
ら
も
︑
憲
法
二
四
条
を
め
ぐ
る
議
論
が
続
い
て
き
た
︒
た
だ
し
︑
平
成
一
七
年
一
一
月
に
公
表
さ
れ

た
自
由
民
主
党
﹃
新
憲
法
草
案
﹄
は
︑
二
四
条
に
対
し
て
修
正
を
加
え
ず
︑
現
行
規
定
の
ま
ま
と
し
て
い
る
︵
21
︶

︵
本
草
案
発
表
以
前
に
は
︑

二
四
条
を
改
正
す
る
意
見
も
表
明
さ
れ
て
い
た
が
︶︒

近
年
の
憲
法
改
正
論
議
の
中
で
も
︑
家
族
の
尊
重
を
憲
法
に
規
定
す
べ
き
と
す
る
主
張
が
見
ら
れ
る
︵
22
︶

︒
代
表
的
な
改
正
案
を
い
く
つ
か

取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒

①

自
由
民
主
党
の
﹃
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
﹄︵
平
成
二
四
年
四
月
︶
で
は
︑
次
の
よ
う
な
改
正
案
が
示
さ
れ
て
い
る
︵
23
︶

︒

第
二
四
条

家
族
は
︑
社
会
の
自
然
的
か
つ
基
礎
的
な
単
位
と
し
て
︑
尊
重
さ
れ
る
︒
家
族
は
︑
互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒

婚
姻
は
︑
両
性
の
合
意
に
基
づ
い
て
成
立
し
︑
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
︑
相
互
の
協
力
に
よ
り
︑
維
持

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶
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さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

家
族
︑
扶
養
︑
後
見
︑
婚
姻
及
び
離
婚
︑
財
産
権
︑
相
続
並
び
に
親
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
︑
法
律
は
︑
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
︒

同
草
案
の
﹁
Ｑ
＆
Ａ
﹂
に
は
︑﹁
家
族
は
︑
社
会
の
極
め
て
重
要
な
存
在
で
す
が
︑
昨
今
︑
家
族
の
絆
が
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
言

わ
れ
ま
す
︒
こ
う
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
︑
二
四
条
一
項
に
家
族
の
規
定
を
新
設
﹂
し
た
こ
と
︑
こ
の
規
定
は
﹁
個
人
と
家
族
を
対
比
し
て

考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
︑
全
く
﹂
な
い
こ
と
︑
こ
の
規
定
は
﹁
家
族
の
在
り
方
に
関
す
る
一
般
論
を
訓
示
規
定
と
し
て
定
め
た
も
の

で
あ
り
︑
家
族
の
形
に
つ
い
て
国
が
介
入
し
よ
う
と
す
る
﹂
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
説
示
さ
れ
て
い
る
︵
24
︶

︒

②

産
経
新
聞
社
﹃
国
民
の
憲
法
﹄︵
平
成
二
五
年
四
月
︶
に
は
︑
次
の
よ
う
な
案
が
示
さ
れ
て
い
る
︵
25
︶

︒

第
二
三
条
︵
家
族
の
尊
重
お
よ
び
保
護
︑
婚
姻
の
自
由
︶

家
族
は
︑
社
会
の
自
然
的
か
つ
基
礎
的
単
位
と
し
て
尊
重
さ
れ
︑
国
お
よ

び
社
会
の
保
護
を
受
け
る
︒

家
族
は
︑
互
い
に
扶
助
し
︑
健
全
な
家
庭
を
築
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

婚
姻
は
︑
両
性
の
合
意
に
基
づ
く
︒
夫
婦
は
︑
同
等
の
権
利
を
有
し
︑
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
の
解
説
に
は
︑﹁
家
族
を
軽
視
す
る
風
潮
が
離
婚
や
孤
独
死
の
増
加
を
招
い
て
き
た
と
し
て
国
や
社
会
に
よ
る
家
族
の
尊
重
︑
保
護

規
定
を
設
け
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

③

日
本
青
年
会
議
所
﹃
日
本
国
憲
法
草
案
﹄︵
平
成
二
四
年
一
〇
月
︶
に
は
︑
次
の
よ
う
な
規
定
が
お
か
れ
て
れ
て
い
る
︵
26
︶

︒

第
二
二
条

家
族
は
︑
共
同
体
を
構
成
す
る
基
礎
で
あ
り
︑
何
人
も
︑
そ
の
属
す
る
家
族
の
維
持
及
び
関
係
の
強
化
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒

婚
姻
は
︑
両
性
の
合
意
に
基
づ
い
て
成
立
し
︑
相
互
の
協
力
に
よ
り
︑
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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配
偶
者
の
選
択
︑
財
産
権
︑
相
続
︑
住
居
の
選
定
︑
婚
姻
並
び
に
離
婚
及
び
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
︑
法
律
は
︑

個
人
の
尊
厳
及
び
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
︒

こ
の
よ
う
に
︑
最
近
の
憲
法
改
正
案
に
︑﹁
家
族
の
保
護
︵
尊
重
︶﹂
あ
る
い
は
家
族
生
活
の
重
要
性
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
例
が
多

く
見
ら
れ
る
︒
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
︑
上
の
三
例
だ
け
で
も
︑﹁
家
族
の
保
護
﹂︑﹁
家
族
の
尊
重
﹂︑﹁
家
族
の
助
け
合
い
︵
協
力
・
扶
助
︶﹂︑

﹁
家
族
の
維
持
﹂
な
ど
憲
法
に
規
定
す
る
場
合
に
種
々
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
要
す
る
に
︑
国
家
が
家
族
共

同
体
を
政
策
と
し
て
保
護
し
︑
尊
重
す
る
趣
旨
で
あ
り
︑
個
々
の
家
族
や
子
ど
も
に
関
す
る
福
祉
政
策
を
増
進
す
る
根
拠
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
︵
27
︶

︒

一
方
︑
否
定
的
な
見
解
も
存
在
す
る
︒
特
に
︑
自
民
党
案
に
対
す
る
否
定
的
・
批
判
的
な
見
解
が
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑

伊
藤
真
氏
︵
弁
護
士
︶
は
︑
自
民
党
改
憲
案
第
二
四
条
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

﹁
国
民
に
対
し
て
家
族
助
け
合
い
義
務
を
課
す
こ
と
は
︑
立
憲
主
義
の
観
点
か
ら
疑
問
が
あ
り
﹂︑﹁
憲
法
で
国
民
に
新
た
な
義
務
を
課

す
の
は
︑
憲
法
の
本
来
の
役
目
か
ら
外
れ
て
い
﹂
る
︒
ま
た
現
憲
法
は
﹁
個
人
﹂
の
尊
重
を
究
極
の
価
値
と
し
て
い
る
の
に
︑﹁﹃
家
族
﹄

の
尊
重
を
義
務
づ
け
る
改
憲
案
は
︑﹃
個
人
﹄
よ
り
﹃
家
族
﹄
が
上
位
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
﹂
い
︑﹁
さ
ら
に

心
配
な
の
は
︑
こ
の
条
項
が
﹃
あ
る
べ
き
家
族
の
姿
﹄
の
押
し
つ
け
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
点
﹂
で
あ
る
と
し
︑﹁
憲
法
で
家
族

の
尊
重
を
う
た
え
ば
︑
国
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
﹃
あ
る
べ
き
家
族
の
姿
﹄
が
決
め
ら
れ
︑
そ
れ
以
外
の
生
き
方
を
選
ん
だ
人
に
は
有
形

無
形
の
圧
力
が
か
か
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
そ
の
点
か
ら
も
︑
家
族
の
規
定
を
入
れ
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
﹂
と
︵
28
︶

︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
今
後
も
二
四
条
に
つ
い
て
は
︑
改
憲
論
議
の
中
で
大
き
な
争
点
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
憲
法
に
規
定
さ
れ

た
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
だ
け
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
国
民
の
家
族
に
対
す
る
意
識
に
与
え

る
影
響
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
し
︑
国
が
家
族
を
保
護
す
る
施
策
を
講
じ
る
う
え
で
︑
有
用
な
根
拠
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶
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憲
法
二
四
条
を
改
正
す
る
か
否
か
の
問
題
を
理
解
す
る
上
で
不
可
欠
と
な
る
の
が
︑﹁
家
族
と
個
人
の
関
係
﹂
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
次

項
で
は
︑
憲
法
解
釈
に
お
け
る
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
︒

四

憲
法
二
四
条
に
お
け
る
家
族

以
上
見
た
よ
う
に
︑
日
本
国
憲
法
制
定
時
か
ら
争
点
と
な
っ
て
い
た
﹁
家
族
保
護
︵
尊
重
︶﹂
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
そ
の
後
七
〇
年

に
わ
た
り
︑
導
入
の
た
め
の
改
正
を
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
憲
法
二
四
条
に
関
す
る
議
論
は
出
尽
く
し
た
感

も
あ
る
が
︑
今
日
に
お
い
て
も
︑
な
お
論
争
は
続
い
て
い
る
︒

基
本
的
な
こ
と
か
ら
見
て
い
く
と
︑
憲
法
二
四
条
の
解
釈
に
関
し
て
は
︑
従
来
か
ら
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
︒
植
野
妙
実
子
教
授
に
よ

れ
ば
︑
六
説
に
分
類
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
⑴
制
度
的
保
障
と
し
て
み
る
説
︵
田
上
穣
治
︶︑
⑵
平
等
原
則
の
具
体
化
と
み
る
説
︵
戸
松
秀

典
︶︑
⑶
制
度
的
保
障
プ
ラ
ス
平
等
原
則
の
具
体
化
と
み
る
説
︵
橋
本
公
亘
︶︑
⑷
自
由
権
的
人
権
と
み
る
説
︵
﹃
注
解
日
本
国
憲
法
﹄
︶︑
⑸

幸
福
追
求
権
と
み
る
説
︵
種
谷
春
洋
︶︑
⑹
そ
の
他
︵
近
代
的
市
民
法
の
憲
法
的
基
礎
を
示
し
た
意
味
が
あ
る
と
み
る
説
︑
国
務
請
求
権
と
み
る
説
︑

自
由
権
的
性
格
と
社
会
権
的
性
格
を
み
る
説
な
ど
︶︑
で
あ
る
︵
29
︶

︒
そ
の
上
で
︑
同
教
授
は
︑﹁
重
要
な
点
は
︑
国
家
や
社
会
あ
っ
て
の
個
人
や
家

族
で
は
な
く
︑
個
人
を
出
発
点
と
し
て
家
族
や
︑
国
家
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
二
四
条
を
考
え
る
と
き
も
︑
個
人
の
家
族
に

関
わ
る
権
利
と
し
て
ど
の
よ
う
に
構
成
で
き
る
の
か
︑
と
い
う
視
点
が
必
要
と
な
る
︵
30
︶

﹂
と
説
い
て
い
る
︒

ま
た
︑
憲
法
二
四
条
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
二
つ
の
論
点
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
は
﹁﹃
家
﹄
制
度
の
廃
止
﹂
で

あ
り
︑
第
二
は
︑
戦
後
の
民
法
は
核
家
族
を
典
型
と
し
た
規
律
を
行
う
新
し
い
家
族
制
度
を
創
設
し
た
が
︑﹁
憲
法
は
︑
そ
の
よ
う
な
現

行
民
法
の
家
族
制
度
か
ら
の
解
放
と
い
う
契
機
を
含
む
も
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
31
︶

︒
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こ
れ
ら
の
論
点
の
う
ち
で
︑
最
も
重
要
な
点
は
︑
家
族
と
個
人
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
︒
幾
人
か
の
憲
法
学
者
の
説
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
︒

ま
ず
︑
初
期
の
学
説
と
し
て
美
濃
部
達
吉
博
士
は
次
の
如
く
説
い
て
い
る
︒﹁
本
條
は
婚
姻
及
び
家
族
生
活
に
関
す
る
種
類
の
事
項
に

付
い
て
定
め
て
居
る
が
︑
就
中
第
一
に
婚
姻
が
両
性
の
合
意
の
み
に
依
り
成
立
す
る
こ
と
を
宣
明
し
て
い
る
︒︹
⁝
︺
是
︹
マ
マ
︺れ
は
旧
来
の
伝

統
的
な
我
が
習
俗
に
対
す
る
一
大
改
革
で
︑
従
来
の
家
族
生
活
に
於
い
て
は
専
ら
家
を
中
心
と
し
家
の
為
に
は
個
人
の
自
由
意
思
は
犠
牲

と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
居
た
が
︑
新
憲
法
は
斯
く
家
を
尊
重
す
る
思
想
を
封
建
的
遺
物
と
し
て
廃
棄
し
︑
個
人
主
義
の
思
想

を
貫
徹
し
て
専
ら
各
人
の
人
格
を
尊
重
し
︑
男
女
の
相
愛
に
依
っ
て
の
み
婚
姻
が
成
立
す
る
も
の
と
し
た
﹂︑
ま
た
本
条
は
︑﹁
家
を
尊
重

す
る
旧
来
の
伝
統
を
排
斥
し
︑
専
ら
個
人
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
共
に
男
女
平
等
を
主
義
と
し
︑
之
を
以
て
将
来
の
立
法
の
基
礎
方
針
た

ら
し
む
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
て
居
る
︵
32
︶

﹂
と
︒
ま
た
︑
法
学
協
会
﹃
注
解
日
本
国
憲
法
﹄
は
︑﹁
本
条
が
婚
姻
の
自
主
性
を
宣
言
し
︑
個
人

を
自
己
目
的
と
す
る
個
人
主
義
的
国
家
観
に
基
い
た
︑
家
族
生
活
の
法
律
的
規
整
を
要
求
し
た
こ
と
は
︑
従
来
の
封
建
的
大
家
族
主
義
へ

の
法
律
的
支
持
を
は
ず
し
︑
国
民
に
新
し
い
家
族
道
徳
を
樹
立
す
る
自
由
な
基
盤
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
民
主
主
義
の
根
底
を
か
た

め
よ
う
と
す
る
点
で
︑
大
き
な
意
義
が
あ
る
︵
33
︶

﹂
と
し
て
い
る
︒
日
本
国
憲
法
が
個
人
主
義
︵
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
︶
に
立
脚

す
る
こ
と
を
強
調
し
︑
そ
こ
か
ら
当
然
民
法
は
改
正
︵
家
制
度
の
廃
止
︶
さ
れ
る
と
の
見
解
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
︵
34
︶

︒

そ
の
後
二
四
条
は
︑
婚
姻
の
自
由
︑
両
性
の
平
等
と
と
も
に
︑﹁
個
人
の
尊
厳
﹂
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
見
解
が
有
力
と

な
っ
て
き
た
︒

例
え
ば
︑
樋
口
陽
一
教
授
は
︑﹁
こ
の
条
文
は
︑
何
よ
り
︑
旧
日
本
に
特
有
の
﹃
家
﹄
制
度
を
否
定
し
︑
西
洋
近
代
型
の
家
族
を
︑
憲

法
上
の
公
序
と
し
て
強
制
す
る
︑
と
い
う
意
味
を
持
っ
た
﹂
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
こ
と
が
ら
は
︑
第
二
四
条
が
﹃
個
人
の
尊
厳
﹄

を
家
族
法
の
理
念
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
︑
ど
こ
ま
で
深
く
う
け
と
め
る
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
た
う
え
で
︑﹁
家

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶
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族
に
か
か
わ
る
領
域
で
﹃
個
人
﹄
を
本
気
で
つ
ら
ぬ
こ
う
と
す
る
見
地
か
ら
す
れ
ば
︑
憲
法
二
四
条
は
︑
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
家
族
保
護

条
項
と
は
反
対
に
︑
家
族
解
体
の
論
理
を
も
︱
も
ち
ろ
ん
︑
必
然
的
に
で
は
な
い
が
︱
含
意
し
た
も
の
と
し
て
︑
読
む
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
﹂
と
説
い
て
い
る
︵
35
︶

︒

ま
た
︑
辻
村
み
よ
子
教
授
は
︑
憲
法
二
四
条
は
近
代
家
族
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑﹁
個
人
尊
重
主
義
を
徹
底
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
も
超
越
す
る
﹃
超
︵
脱
︶
近
代
的
﹄
で
多
様
な
現
代
型
家
族
︹
⁝
︺
を
許
容
し
う
る
時
代
先
取
り
的
性
格
﹂
を
も
っ

て
お
り
︑
ま
た
︑﹁
近
代
型
家
族
の
矛
盾
な
い
し
限
界
の
克
服
︵
い
わ
ば
︑
現
代
憲
法
下
で
の
現
代
型
家
族
の
構
築
︶
の
処
方
と
し
て
﹂︑﹁︹
日

本
国
憲
法
は
︑︺
家
族
に
対
す
る
国
家
保
護
の
徹
底
︵
い
わ
ば
家
族
の
社
会
化
︶﹂
で
は
な
く
︑﹁
団
体
主
義
・
家
族
主
義
に
対
抗
す
る
個
人

の
自
律
と
平
等
の
徹
底
︵
い
わ
ば
家
族
の
個
人
化
︶﹂
を
選
択
し
た
と
捉
え
︑﹁
い
わ
ば
近
代
原
理
と
し
て
の
個
人
主
義
の
徹
底
に
よ
っ
て
﹃
近

代
家
族
﹄
を
克
服
す
る
内
容
を
も
ち
え
て
い
た
﹂
と
論
じ
て
い
る
︵
36
︶

︒
さ
ら
に
二
四
条
は
︑﹁
日
本
古
来
の
家
制
度
と
と
も
に
︵
社
会
主
義
的

な
︶
家
族
保
護
制
度
を
も
同
時
に
排
除
す
る
た
め
に
︑
憲
法
一
三
条
と
併
せ
て
個
人
尊
重
や
個
人
主
義
原
則
を
優
位
さ
せ
た
も
の
と
解
す

る
﹂
こ
と
が
で
き
︑
同
条
は
﹁
家
族
︵
保
護
︶
主
義
に
対
す
る
個
人
主
義
優
位
の
規
定
と
な
っ
た
が
故
に
︑﹃
近
代
家
族
﹄
を
克
服
す
る

た
め
の
い
わ
ば
﹃
現
代
家
族
﹄
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
︑
す
ぐ
れ
た
先
進
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
説
い
て
い
る
︵
37
︶

︒

さ
ら
に
︑
若
尾
典
子
教
授
は
︑
日
本
国
憲
法
は
﹁
家
﹂
制
度
を
否
定
す
る
任
務
を
担
っ
た
が
︑
二
四
条
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
︑﹁
こ

れ
を
超
え
て
更
に
︑﹃
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
﹄
に
依
拠
す
る
家
族
制
度
の
実
現
と
い
う
規
範
を
提
示
し
た
﹂
と
し
︑﹁
二
四

条
が
家
族
保
護
条
項
で
な
い
こ
と
は
︑﹃
家
﹄
制
度
の
廃
止
と
い
う
日
本
社
会
に
特
有
の
課
題
か
ら
生
じ
た
こ
と
だ
っ
た
︒︹
中
略
︺
二
四

条
は
特
定
の
家
族
像
の
強
制
を
許
さ
な
い
こ
と
に
合
意
し
て
︑
確
定
さ
れ
た
︒
二
四
条
は
︑﹃
家
﹄
制
度
で
あ
れ
︑
近
代
家
族
制
度
で
あ
れ
︑

特
定
の
家
族
像
を
強
制
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
規
範
で
あ
る
﹂
と
説
き
︑﹁
家
族
の
脱
制
度
化
﹂
に
言
及
し
て
い
る
︵
38
︶

︒

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
個
人
主
義
を
徹
底
す
れ
ば
︑﹁
家
族
解
体
﹂︑﹁
家
族
の
脱
制
度
化
﹂
の
方
向
へ
向
か
う
可
能
性
は
あ
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る
︵
あ
る
い
は
そ
の
徴
候
は
現
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︶
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
家
族
の
絆
や
大
切
さ
は
失
わ
れ
な
い
︒
飯
田
忠
雄
教
授

は
︑
憲
法
に
家
族
間
の
権
利
義
務
を
規
定
す
べ
し
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
家
の
制
度
の
排
除
は
︑
戸
主
の
下

に
縛
ら
れ
た
家
族
の
平
等
な
権
利
の
回
復
に
あ
り
︑
家
族
の
相
互
扶
助
の
制
度
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
︒
個
人
の
尊

厳
と
家
族
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
な
が
ら
︑
家
族
の
相
互
扶
助
義
務
を
規
定
す
る
家
族
法
が
人
生
の
幸
福
の
基
調
で
あ
る
こ
と
を
強
調

す
べ
き
で
あ
ろ
う
︵
39
︶

﹂
と
︒

上
に
見
た
よ
う
に
︑
家
族
よ
り
も
個
人
︑
社
会
や
国
家
よ
り
も
個
人
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
の
主
張
が
あ
る
︒
家
族
や
社
会
や
国
家
が
︑

個
人
に
と
っ
て
不
要
あ
る
い
は
有
害
な
存
在
で
あ
れ
ば
格
別
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
家
族
や
社
会
や
国
家
が
い
か
な

る
存
在
で
あ
る
か
を
今
一
度
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
家
族
や
国
家
が
わ
れ
わ
れ
を
抑
圧
し
不
利
益
を
与
え
る
よ
う
な
存
在
で
あ
れ
ば
︑
も

ち
ろ
ん
こ
れ
を
正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
家
族
・
国
家
と
い
う
だ
け
で
こ
れ
ら
を
排
斥
す
る
こ
と
を
是
と
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う

か
︒
わ
れ
わ
れ
は
一
人
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
︑
他
の
人
々
と
の
関
係
に
お
い
て
生
き
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
属

し
て
い
る
社
会
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
保
護
や
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
想
い
を
致
せ
ば
︑
何
よ
り
個
人
が
優
先
さ
れ
る
べ
し
と
の
主
張
の

み
を
も
っ
て
よ
し
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︵
ま
し
て
や
家
族
な
ど
無
い
方
が
よ
い
と
い
っ
た
言
は
受
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︶︒
筆
者
は
︑

い
か
な
る
場
合
で
も
個
人
よ
り
家
族
・
社
会
や
国
家
を
優
先
す
べ
し
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
い
ず
れ
か
を
切
り
捨
て
る
よ

う
な
思
考
は
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
︒

む
す
び
に
か
え
て

以
上
︑
憲
法
改
正
論
に
お
け
る
憲
法
二
四
条
の
問
題
を
考
究
し
た
︒
改
正
論
の
背
景
に
は
︑
特
に
最
近
の
家
族
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶
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る
種
々
の
問
題
は
家
族
の
あ
り
方
が
関
係
し
て
い
る
と
の
見
方
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
問
題
は
単
純
で
は
な
い
︒
仮
に
憲
法
が
改
正
さ
れ

た
と
し
て
︑
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
︑﹁
家
族
の
尊
重
﹂﹁
家
族
の
助
け
合

い
﹂
に
よ
り
国
家
が
ど
こ
ま
で
家
族
に
関
与
し
う
る
の
か
も
明
確
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
の
根
底
に
は
︑﹁
個
人
﹂
と
﹁
家
族
﹂

の
ど
ち
ら
を
尊
重
す
べ
き
か
︑
と
い
う
対
立
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
こ
れ
は
一
方
を
取
り
他
方
を
捨
て
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
︒

個
人
も
家
族
も
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
家
族
を
全
面
否
定
す
る
主
張
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
︒
夫
婦
が
協
力
す
る
︑
未
成

熟
の
子
を
養
育
す
る
︑
年
老
い
た
親
を
扶
養
す
る
︑
と
い
っ
た
こ
と
は
家
族
の
重
要
な
機
能
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
個
人

の
尊
厳
を
守
り
つ
つ
︑
家
族
を
尊
重
す
る
と
い
う
両
者
の
併
存
す
る
︵
調
和
す
る
︶
方
途
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
︒
国
の
関
わ
り
の
問
題

も
当
然
議
論
に
な
る
︒﹁
個
人
の
尊
重
を
基
礎
と
し
た
家
族
制
度
﹂
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
憲
法
学
の
課
題
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

註

︵
１
︶
こ
の
要
綱
は
︑
法
務
省
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
h
ttp
://w
w
w
.m
oj.g
o.jp
/sh
in
g
i

1

/sh
in
g
i_960226-

1

.h
tm
l

︵
２
︶
本
決
定
は
︑
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
h
ttp
://w
w
w
.cou
rts.g
o.jp
/ap
p
/files/h
an
rei_jp
/520

/083520_h
an
rei.p
d
f

な
お
︑
本
決
定
後
の
平
成
二
五
年
一
二
月
に
民
法
が
改
正
さ
れ
︑
非
嫡
出
子
の
相
続
分
に
関
す
る
規
定
は
削
除
さ
れ
た
︒

︵
３
︶
本
判
決
は
︑
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
h
ttp
://w
w
w
.cou
rts.g
o.jp
/ap
p
/files/h
an
rei_jp
/546

/085546_h
an
rei.p
d
f

な
お
︑
同
日
の
﹁
再
婚
禁
止
期
間
違
憲
訴
訟
﹂
で
は
︑
違
憲
の
判
断
が
下
さ
れ
︑
二
八
年
六
月
に
民
法
改
正
︵
第
七
三
三
条
︶
が
行
わ
れ
た
︒

︵
４
︶
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
拙
稿
﹁
憲
法
第
二
四
条
と
家
族
法
の
課
題
﹂
皇
學
館
大
学
現
代
日
本
社
会
学
部
﹃
日
本
学
論
叢
﹄
第
七
号
︵
平
成
二
九
年
︶

一
五
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
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︵
５
︶
渡
辺
治
編
著
﹃
憲
法
改
正
問
題
資
料
集

上
巻
﹄︵
旬
報
社
︑
平
成
二
七
年
︶
四
五
頁
以
下
︒
な
お
︑
同
要
綱
﹃
説
明
書
﹄
に
は
︑﹁
現
行
の
憲
法
と
︑

之
に
基
く
教
育
方
針
が
極
端
な
個
人
主
義
の
立
場
か
ら
︑
家
族
と
い
う
観
念
の
抹
殺
を
図
っ
た
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
﹂︑﹁
夫
婦
親
子
を
中
心
と
す

る
家
族
は
︑
現
行
憲
法
で
は
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
の
み
相
互
協
力
の
義
務
を
規
定
し
︑
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
親
の
子
に
対
す
る
教
育
の
義
務
を
規

定
す
る
に
止
ま
り
︑
相
互
扶
助
の
こ
と
は
挙
げ
て
民
法
に
譲
っ
て
い
る
の
は
妥
当
を
欠
く
﹂
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
同
書
五
〇
～
五
一
頁
︒

︵
６
︶
渡
辺
・
前
掲
書
四
三
頁
︒

︵
７
︶
憲
法
研
究
会
編
﹃
日
本
国
自
主
憲
法
試
案
﹄︵
勁
草
書
房
︑
昭
和
三
〇
年
︶
七
一
～
七
二
頁
︒

︵
８
︶
渡
辺
・
前
掲
書
六
九
頁
︒

︵
９
︶
こ
れ
ら
の
規
定
の
説
明
と
し
て
︑﹁
戸
主
権
中
心
の
旧
家
族
制
度
の
復
活
の
如
き
は
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
現
行
憲
法
の
基
底
は
︑
協
同
体

と
し
て
の
家
族
︵
家
庭
︶
の
存
在
意
義
を
も
否
定
す
る
も
の
の
如
き
誤
解
を
与
え
て
い
る
の
で
︑
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
の
原
則
の
下

に
︑
何
ら
か
の
規
定
を
補
充
す
る
こ
と
の
要
否
が
研
究
さ
れ
て
い
る
﹂
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
法
律
時
報
編
集
部
﹃
憲
法
改
正
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
昭

和
三
一
年
︶
一
九
六
頁
に
よ
る
︒

︵
10
︶
憲
法
調
査
会
﹃
憲
法
調
査
会
報
告
書
﹄︵
昭
和
三
九
年
︶
一
六
三
頁
︒
よ
り
詳
し
く
は
︑
憲
法
調
査
会
第
一
委
員
会
﹃
憲
法
運
用
の
実
際
に
つ
い
て

の
調
査
報
告
書
﹄
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
三
号
︵
昭
和
三
九
年
︶
一
七
四
～
一
七
九
頁
参
照
︒

︵
11
︶
前
掲
﹃
憲
法
調
査
会
報
告
書
﹄
五
六
二
～
五
六
三
頁
︒

︵
12
︶
憲
法
調
査
会
﹃
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
各
委
員
の
意
見
﹄
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
一
号
︵
昭
和
三
九
年
︶
六
〇
八
頁
︒
ち
な
み
に
︑
同

書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
個
人
の
改
正
案
で
あ
る
︑
広
瀬
久
忠
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
案
﹂
お
よ
び
神
川
彦
松
﹁
日
本
国
民
憲
法
試
案
﹂
に
も
家
族
保
護

規
定
が
お
か
れ
て
い
る
︵
前
者
は
第
四
三
条
︑
後
者
は
第
二
六
条
︒
同
書
六
九
五
頁
︑
七
六
一
頁
︶︒

︵
13
︶
憲
法
調
査
会
第
二
部
会
﹃
国
民
の
権
利
及
び
義
務
・
司
法
に
関
す
る
報
告
書
﹄
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
八
号
︵
昭
和
三
九
年
︶
四
六
頁
︒

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶
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な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
こ
の
時
期
︑
憲
法
調
査
会
に
批
判
的
な
立
場
で
あ
る
︵
憲
法
改
正
に
反
対
す
る
︶
学
者
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
﹁
憲
法

問
題
研
究
会
﹂
は
︑
そ
の
見
解
を
岩
波
新
書
に
発
表
し
て
い
た
が
︑
そ
の
中
で
︑
我
妻
栄
︵
東
大
教
授
・
民
法
︶
は
︑
当
時
発
表
さ
れ
て
い
た
憲
法

改
正
諸
案
を
批
判
し
て
︑
次
の
よ
う
に
説
い
た
︒﹁
民
族
︑
社
会
︑
な
い
し
は
国
の
存
続
発
展
の
基
礎
と
さ
れ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
い
う
協
同
体
は
︑
夫

婦
と
そ
の
間
の
未
成
熟
な
子
の
結
合
体
で
あ
る
︒
本
質
的
に
平
等
な
も
の
と
し
て
結
合
し
た
夫
婦
と
︑
こ
の
夫
婦
が
協
力
し
て
育
成
・
監
護
・
教
育

す
る
未
成
熟
の
子
を
含
む
協
同
体
で
あ
る
︒
成
年
の
子
が
親
を
扶
養
す
る
関
係
を
含
む
も
の
で
は
な
い
︒︹
中
略
︺
右
の
諸
案
の
考
え
て
い
る
家
族
な

い
し
家
庭
は
︑
成
年
の
子
が
親
を
扶
養
し
︑
孝
養
を
つ
く
し
︑
や
が
て
孫
も
そ
う
し
た
関
係
に
と
り
こ
ま
れ
な
が
ら
︑
永
遠
に
つ
づ
い
て
ゆ
く
観
念

的
な
﹃
家
﹄
と
し
て
の
団
体
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
明
治
以
来
忠
孝
の
基
礎
と
さ
れ
︑
わ
が
国
特
有
の
国
民
道
徳
と
さ
れ
た
制
度
的
な
家
に
他
な
ら
な

い
﹂︑﹁︹
家
庭
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
︺
子
の
多
い
家
庭
に
特
別
な
財
政
的
援
助
を
与
え
る
と
か
︑
母
性
保
護
の
施
設
を
作
る
と
か
︑
そ

の
他
︑
い
ろ
い
ろ
の
国
家
の
積
極
的
な
施
策
に
よ
っ
て
︑
未
成
熟
の
子
を
育
て
る
と
い
う
親
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
全
う
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
が
家
庭
の
尊
重
保
護
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒︹
中
略
︺
右
の
諸
案
に
考
え
ら
れ
て
い
る
家
庭
生
活

の
尊
重
保
護
と
は
︑
子
の
孝
養
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
倫
理
の
問
題
で
あ
る
︒
国
民
教
育
の
上
で
尊
重
す
べ
し
と
い
う
だ
け
で
あ
る
﹂
と
︒
我
妻
﹁
家
族

制
度
と
憲
法
改
正
論
﹂
憲
法
問
題
研
究
会
編
﹃
憲
法
を
生
か
す
も
の
﹄
岩
波
新
書
︵
昭
和
三
六
年
︶
二
三
八
～
二
三
九
頁
︒
こ
う
し
た
意
見
は
︑
今

日
で
も
改
憲
反
対
派
か
ら
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

︵
14
︶
高
柳
賢
三
﹁
最
終
報
告
書
と
国
民
﹂
法
律
時
報
臨
時
増
刊
﹃
憲
法
調
査
会
報
告
書

全
文
と
解
説
﹄︵
昭
和
三
九
年
︶
三
六
四
頁
︒

︵
15
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
憲
法
改
正
論
の
過
去
と
現
在
︵
研
究
ノ
ー
ト
︶﹂
皇
學
館
大
学
現
代
日
本
社
会
学
部
﹃
日
本
学
論
叢
﹄
第
四
号
︵
平

成
二
六
年
︶
三
二
七
～
三
二
八
頁
︑
資
料
と
し
て
は
︑
渡
辺
・
前
掲
﹃
憲
法
改
正
問
題
資
料
集

上
巻
﹄
三
六
三
頁
以
下
を
参
照
︒

︵
16
︶
読
売
新
聞
﹁
憲
法
改
正
二
〇
〇
四
年
試
案
﹂
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
家
族
保
護
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
︵
渡
辺
・
前
掲
﹃
憲
法
改
正
問
題
資
料
集

下
巻
﹄
二
〇
頁
︶︒
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第
二
七
条
︵
家
族
・
婚
姻
︶

︵
一
︶
家
族
は
︑
社
会
の
基
礎
と
し
て
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

︵
二
︶
婚
姻
は
︑
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
︑
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
︑
相
互
の
協
力
に
よ
り
︑
維
持
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

︵
三
︶
財
産
権
︑
相
続
︑
離
婚
︑
そ
の
他
の
家
族
及
び
婚
姻
に
関
す
る
事
項
に
関
し
て
は
︑
法
律
は
︑
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
︒

︵
17
︶
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
憲
法
改
正
提
言
・
改
正
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑
国
立
国
会
図
書
館
政
治
議
会
課
憲
法
室
︵
諸
橋
邦
彦
︶﹁
主
な
日
本
国

憲
法
改
正
試
案
及
び
提
言
﹂﹃
調
査
と
情
報
﹄
四
七
四
号
︵
平
成
一
七
年
︶
お
よ
び
同
﹁
主
な
日
本
国
憲
法
改
正
試
案
及
び
提
言
︱
平
成
一
七

︵
二
〇
〇
五
︶
年
三
月
～
一
一
月
︱
﹂﹃
調
査
と
情
報
﹄
五
三
七
号
︵
平
成
一
八
年
︶
を
参
照
︒

︵
18
︶﹃
衆
議
院
憲
法
調
査
会
報
告
書
﹄
二
四
二
頁
︒

h
ttp
://w
w
w
.sh
u
g
iin
.g
o.jp
/in
tern
et/itd
b
_k
en
p
ou
.n
sf/h
tm
l/k
en
p
ou
/h
ou
k
ok
u
.p
d
f/$F
ile/h
ou
k
ok
u
.p
d
f

︵
19
︶
同
上
書
三
七
二
～
三
七
五
頁
︒

︵
20
︶﹃
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
調
査
報
告
書
﹄
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
︒

h
ttp
://w
w
w
.san
g
iin
.g
o.jp
/jap
an
ese/k
en
p
ou
/h
ou
k
ok
u
sy
o/p
d
f/h
on
h
ou
k
ok
u
.p
d
f

︵
21
︶
渡
辺
・
前
掲
﹃
憲
法
改
正
問
題
資
料
集

下
巻
﹄
三
三
七
頁
以
下
︒
な
お
︑
そ
の
前
︵
平
成
一
六
年
六
月
︶
に
発
表
さ
れ
て
い
た
﹃
憲
法
改
正
の

ポ
イ
ン
ト
︱
憲
法
改
正
に
向
け
て
の
主
な
論
点
︱
﹄
の
中
で
は
︑﹁
さ
て
︑
互
い
に
尊
重
し
合
う
個
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︑﹃
公
共
﹄
の
一
番
身
近

で
小
さ
な
形
態
は
︑
家
族
で
す
︒
家
族
の
構
成
員
は
相
互
に
尊
重
し
合
う
責
務
を
負
う
の
で
す
が
︑
通
常
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
児
童
・
老
親
虐
待
の
問
題
が
深
刻
化
す
る
事
態
を
受
け
て
家
族
の
在
り
方
が
問
わ
れ
る
な
か
で
︑
家
族
間
の
責
務
︑
す
な

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶
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わ
ち
児
童
を
養
育
す
る
責
務
や
老
親
を
扶
養
す
る
責
務
を
憲
法
に
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
国
民

の
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
十
分
に
聞
き
な
が
ら
︑
様
々
な
角
度
か
ら
党
内
議
論
を
行
い
︑
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
検
討
し
て
ま
い

り
ま
す
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
︒
同
書
二
七
頁
︒

︵
22
︶
最
近
の
憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
条
項
を
考
究
し
た
論
説
に
︑
高
乗
智
之
﹁
憲
法
改
正
試
案
に
お
け
る
家
族
条
項
に
関
す
る
一
考
察
﹂
憲
法

学
会
﹃
憲
法
研
究
﹄
四
七
号
︵
平
成
二
七
年
︶
六
一
頁
以
下
が
あ
る
︒

︵
23
︶
自
由
民
主
党
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
︒
h
ttp
s://jim
in
.n
css.n
ifty
.com
/p
d
f/n
ew
s/p
olicy
/130250_1

.p
d
f

︵
24
︶﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草
案

Ｑ
＆
Ａ
︵
増
補
版
︶﹂︵
平
成
二
五
年
一
〇
月
︶
一
六
～
一
七
頁
︒

h
ttp
s://jim
in
.n
css.n
ifty
.com
/p
d
f/p
am
p
h
let/k
en
p
ou
_q
a.p
d
f

︵
25
︶﹃
産
経
新
聞
﹄
平
成
二
五
年
四
月
二
七
日
朝
刊
に
﹁
国
民
の
憲
法
﹂
要
綱
と
し
て
発
表
︒
の
ち
︑
産
経
新
聞
社
﹃
国
民
の
憲
法
﹄︵
産
経
新
聞
出
版
︑

平
成
二
五
年
︶
に
収
録
︒
引
用
箇
所
は
同
書
二
二
八
頁
︒

︵
26
︶
渡
辺
・
前
掲
﹃
憲
法
改
正
問
題
資
料
集

下
巻
﹄
八
〇
一
頁
以
下
︵
二
二
条
は
八
〇
四
頁
︶︒

な
お
︑
日
本
青
年
会
議
所
﹃
日
本
国
憲
法
草
案
解
説
書
﹄
も
参
照
︒

h
ttp
://w
w
w
.jc-con
stitu
tion
.com
/w
p
-con
ten
t/u
p
load
s/2014

/02

/soan
-

02

.p
d
f

︵
27
︶
櫻
井
よ
し
こ
＋
民
間
憲
法
臨
調
﹃
日
本
人
の
た
め
の
憲
法
改
正
Ｑ
＆
Ａ
﹄︵
産
経
新
聞
出
版
︑
平
成
二
七
年
︶
一
九
二
～
一
九
五
頁
参
照
︒

︵
28
︶
伊
藤
真
﹃
憲
法
問
題

な
ぜ
い
ま
改
憲
な
の
か
﹄
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
︵
平
成
二
五
年
︶
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
︒
ま
た
︑
小
林
節
氏
︵
慶
大
名
誉
教
授
︶
は
︑

﹁﹃
法
は
道
徳
に
介
入
せ
ず
﹄
と
い
う
法
の
大
原
則
が
あ
り
ま
す
︒﹃
仲
良
く
し
な
さ
い
﹄
と
か
﹃
互
い
に
助
け
合
う
﹄
と
い
う
の
は
道
徳
で
す
︒
法
で

は
あ
り
ま
せ
ん
﹂︑︹
自
民
党
草
案
の
憲
法
が
成
立
し
た
ら
離
婚
は
憲
法
違
反
に
な
る
と
し
て
︺﹁
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
︒
こ

れ
は
法
学
の
大
原
則
に
反
し
た
︑﹃
法
が
道
徳
に
口
を
出
し
た
﹄
か
ら
な
の
で
す
︒﹃
こ
う
い
う
ナ
ン
セ
ン
ス
な
条
項
は
や
め
な
さ
い
﹄
と
︑
強
く
い
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わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
﹂
な
ど
と
説
い
て
い
る
︒
小
林
節
﹃
小
林
節
の
憲
法
改
正
試
案
﹄
宝
島
社
新
書
︵
平
成
二
八
年
︶
四
二
頁
・
四
四
頁
︒

さ
ら
に
︑
W
eb
上
の
記
事
で
あ
る
が
︑
自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
長
で
あ
っ
た
船
田
元
氏
と
︑
民
進
党
憲
法
調
査
会
長
で
あ
っ
た
江
田
五
月
氏

の
見
解
を
対
照
的
に
取
り
上
げ
た
も
の
に
︑﹁
憲
法
に
﹃
家
族
﹄﹃
緊
急
事
態
条
項
﹄
追
加
の
意
図
は
︱
自
民
党
草
案
を
読
む
﹂︵
Y
ah
oo!
N
ew
s︶

が
あ
る
︒
こ
の
中
で
船
田
氏
は
︑﹁
自
民
党
で
は
︑
昨
今
家
族
の
絆
が
薄
く
な
り
︑
個
人
主
義
が
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
い
う
世
情
の
変
化
に
対
す

る
反
省
は
も
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
う
し
た
変
化
に
対
し
て
︑
や
は
り
家
族
の
絆
を
大
切
に
す
べ
き
︑
と
い
う
意
見
は
複
数
あ
り
ま
し
た
︒
た
だ
︑
憲

法
は
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
く
︑
普
遍
的
な
も
の
で
す
︒
家
族
と
い
う
生
き
方
に
関
わ
る
価
値
観
を
憲
法
に
書
き
こ
む
の
は
馴
染
ま
な
い
と
私
も
思
っ

て
い
ま
す
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
h
ttp
://n
ew
s.y
ah
oo.co.jp
/featu
re/386

平
成
二
八
年
一
〇
月
七
日
配
信
︒

︵
29
︶
植
野
妙
実
子
﹁
憲
法
二
四
条
と
憲
法
﹃
改
正
﹄・
教
育
基
本
法
﹃
改
正
﹄﹂﹃
法
律
時
報
﹄
七
八
巻
一
一
号
︵
平
成
一
八
年
︶
一
四
頁
︒
な
お
︑
抱
喜

久
雄
﹁
自
己
決
定
権
と
憲
法
二
四
条
﹂
国
士
舘
大
学
﹃
政
教
研
紀
要
﹄
二
六
号
︵
平
成
一
六
年
︶
二
三
頁
以
下
も
参
照
︒

︵
30
︶
植
野
・
前
掲
論
文
一
五
頁
︒

︵
31
︶
毛
利
透
ほ
か
﹃
憲
法
Ⅱ
人
権
﹄︵
有
斐
閣
︑
平
成
二
五
年
︶
八
四
頁
︹
淺
野
博
宣
執
筆
︺︒

︵
32
︶
美
濃
部
達
吉
﹃
新
憲
法
逐
條
解
説
﹄︵
日
本
評
論
新
社
︑
昭
和
二
二
年
︶
六
二
～
六
四
頁
︒

︵
33
︶
法
学
協
会
﹃
注
解
日
本
国
憲
法

上
巻
﹄︵
有
斐
閣
︑
昭
和
二
八
年
︶
四
六
九
～
四
七
〇
頁
︒

︵
34
︶
宮
澤
俊
義
﹃
日
本
国
憲
法
︵
法
律
学
体
系
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
︶﹄︵
日
本
評
論
社
︑
昭
和
三
〇
年
︶
二
五
七
～
二
六
四
頁
︑
佐
藤
功
﹃
憲
法
︵
ポ
ケ
ッ

ト
注
釈
全
書
︶﹄︵
有
斐
閣
︑
昭
和
三
〇
年
︶
一
七
三
～
一
七
六
頁
な
ど
参
照
︒

︵
35
︶
樋
口
陽
一
﹃
国
家
と
憲
法
﹄
岩
波
新
書
︵
平
成
一
一
年
︶
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
︒

︵
36
︶
辻
村
み
よ
子
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
権
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
平
成
二
〇
年
︶
二
三
三
頁
︒
ち
な
み
に
︑﹁
現
代
家
族
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
形
式
的
平
等
の

建
前
の
下
で
形
成
さ
れ
た
﹃
近
代
家
族
﹄
に
お
け
る
女
性
支
配
構
造
︵
資
本
制
と
家
父
長
制
に
よ
る
階
級
支
配
と
性
支
配
︶
等
の
限
界
﹂
を
克
服
し
て
︑

憲
法
改
正
論
議
に
お
け
る
家
族
の
保
護
︵
富
永
︶

―21―



男
女
の
実
質
的
平
等
と
個
人
尊
重
・
自
律
を
確
保
し
う
る
現
代
憲
法
原
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
﹂
と
説
か
れ
て
い
る
︵
同
書
同
頁
︶︒

︵
37
︶
辻
村
・
前
掲
書
二
四
九
頁
︒
そ
の
後
に
︑﹁
憲
法
二
四
条
に
は
︑
家
族
関
係
に
つ
い
て
の
一
定
の
﹃
公
序
﹄︵
法
律
婚
主
義
を
基
調
と
し
た
家
族
制

度
の
秩
序
︶
を
重
視
し
︑
そ
れ
を
︵
と
り
わ
け
国
家
と
の
関
係
で
︶
擁
護
す
る
役
割
も
同
時
に
内
包
さ
れ
て
お
り
︑
個
人
の
尊
厳
の
徹
底
に
よ
っ
て

そ
の
﹃
公
序
﹄
と
の
抵
触
を
誘
発
す
る
矛
盾
的
要
因
を
含
ん
で
い
る
﹂
と
し
︑﹁
非
婚
︑
シ
ン
グ
ル
・
マ
ザ
ー
︑
同
性
カ
ッ
プ
ル
な
ど
︑
い
わ
ば
既
存

の
家
族
制
度
の
枠
外
で
個
人
の
幸
福
追
求
権
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
︑
そ
れ
が
憲
法
二
四
条
下
の
家
族
制
度
を
脅
か
す
こ
と
は
不
可
避
で

あ
ろ
う
﹂
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︵
同
書
同
頁
︶︒

︵
38
︶
若
尾
典
子
﹁
女
性
の
人
権
と
家
族
︱
憲
法
二
四
条
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂﹃
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
﹄
二
一
三
号
︵
平
成
一
八
年
︶
一
三
八
頁

お
よ
び
一
四
〇
頁
︒

︵
39
︶
飯
田
忠
雄
﹃
日
本
国
憲
法
正
論
﹄︵
信
山
社
︑
平
成
一
〇
年
︶
二
四
一
頁
︒

︵
と
み
な
が

た
け
し
・
皇
學
館
大
学
現
代
日
本
社
会
学
部
教
授
︶
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