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四　

再
婚
禁
止
期
間
の
合
憲
性
（
以
下
、
本
号
）

　

五　

立
法
不
作
為
の
違
法
性

　

六　

む
す
び

四　

再
婚
禁
止
期
間
の
合
憲
性

　

㈠　

違
憲
審
査
の
枠
組
み

　

最
高
裁
は
、
本
件
規
定
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
立
法
目
的
の
合
理
性
と
、
当
該
目
的
と
の
関
連
に
お
け
る
規
制
内
容
の
合
理
性
と

い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
審
査
を
行
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
目
的
・
手
段
審
査
で
あ
る
。
多
数
意
見
は
、
大
要
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

　

① 　

本
件
規
定
の
立
法
目
的
は
、
再
婚
後
の
子
に
つ
い
て
父
性
推
定
の
重
複
を
回
避
し
、
父
子
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
の
発
生
を
防

止
す
る
こ
と
に
あ
り
、
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　

② 　

本
件
規
定
の
う
ち
一
〇
〇
日
の
再
婚
禁
止
期
間
を
設
け
た
部
分
（
一
〇
〇
日
以
内
部
分
）
は
、
父
性
推
定
の
重
複
回
避
の
た

め
一
律
に
女
性
の
再
婚
を
制
約
す
る
も
の
だ
が
、
立
法
目
的
と
の
関
連
で
合
理
性
を
有
し
、
憲
法
一
四
条
一
項
、
二
四
条
二
項

に
違
反
し
な
い
。

　

③ 　

し
か
し
、
本
件
規
定
の
う
ち
一
〇
〇
日
を
超
え
る
禁
止
期
間
の
部
分
（
一
〇
〇
日
超
過
部
分
）
は
、
制
定
時
（
昭
和
二
二
年

民
法
改
正
時
）
に
は
合
理
性
を
有
し
て
い
た
が
、
平
成
二
〇
年
当
時
に
は
既
に
合
理
性
を
失
っ
て
お
り
、
憲
法
に
違
反
す
る
に

至
っ
て
い
た
。

　

先
に
み
た
よ
う
に
、
平
成
七
年
判
決
に
あ
っ
て
は
、「
民
法
七
三
三
条
の
元
来
の
立
法
趣
旨
が
、
父
性
の
推
定
の
重
複
を
回
避
し
、

父
子
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
、
た
や
す
く
立
法
趣
旨
（
目
的
）
の
合
理
性
を
認
め
た
だ
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け
で
、
当
該
趣
旨
を
実
現
す
る
手
段
、
す
な
わ
ち
規
制
内
容
の
当
否
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
で
は
、
本
判

決
は
な
ぜ
そ
の
審
査
へ
と
進
ん
だ
の
か
。

　

二
つ
の
要
因
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
は
、
最
高
裁
が
婚
姻
の
自
由
を
憲
法
上
の
権
利
と
認
め
た
こ
と
、
い
ま
一
つ
、

前
回
と
今
回
と
で
は
依
拠
す
べ
き
先
例
が
改
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

㈡　

婚
姻
の
自
由
と
そ
の
制
限

　

平
成
七
年
判
決
は
、
当
事
者
の
主
張
に
も
拘
わ
ら
ず
、
婚
姻
の
自
由
に
つ
い
て
論
じ
な
か
っ
た
。
民
法
七
三
三
条
は
、
性
別
に
よ

る
法
的
取
扱
い
の
区
別
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
憲
法
上
の
権
利
の
制
限
と
は
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
当
該
区
別
が

憲
法
の
一
義
的
文
言
に
違
反
す
る
か
否
か
、
客
観
的
な
法
の
抵
触
の
み
が
問
題
と
さ
れ
た
た
め
、
最
小
限
度
の
合
理
性
を
判
断
す
る

に
と
ど
ま
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
今
回
初
め
て
、
婚
姻
の
自
由
が
憲
法
二
四
条
一
項
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
認

め
た
。
そ
の
内
容
を
、「
婚
姻
を
す
る
か
ど
う
か
、
い
つ
誰
と
婚
姻
を
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
自
由
か
つ
平
等
な
意
思

決
定
に
委
ね
ら
れ
る
」
こ
と
と
捉
え
て
い
る
。
本
件
規
定
は
、
女
性
に
つ
い
て
婚
姻
の
時
期
（
い
つ
）
の
決
定
を
制
約
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
紛
れ
も
な
く
憲
法
上
の
権
利
の
制
限
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
た
審
査
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
本
判

決
は
、
区
別
の
合
理
性
の
判
断
に
当
た
り
、
自
覚
的
に
、
規
制
の
目
的
と
当
該
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
と
を
分
か
っ
て
審
査
の
対

象
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

目
的
・
手
段
審
査
は
、
尊
属
殺
違
憲
判
決
以
来
、
裁
判
所
が
法
令
の
平
等
原
則
違
反
を
審
査
す
る
際
に
用
い
る
基
本
的
な
判
断
枠

組
み
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
近
年
で
は
、
不
平
等
な
法
令
が
当
事
者
の
重
要
な
権
利
・
利
益
を
侵
害
す
る
疑
い
の
強
い
場
合
、
審
査

対
象
を
腑
分
け
し
て
諸
要
素
の
精
査
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
厳
格
な
審
査
を
可
能
と
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
し
て
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よ
い
。
本
判
決
も
、
そ
う
し
た
判
例
の
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
が
進
ん
で
婚
姻
の
自
由
を
承
認
し
た
の
は
、
本
件
を
支
配
す
べ
き
先
例
が
、
平
成
七
年
判
決
当
時
と
異

な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
同
判
決
は
も
っ
ぱ
ら
昭
和
六
〇
年
判
決
（
及
び
こ
れ
を
踏
襲
し
た
昭
和
六
二
年
判
決
）
に
依
拠
し
て
い

た
が
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
平
成
一
七
年
判
決
を
も
考
慮
に
入
れ
て
審
査
を
行
な
う
必
要
が
あ
っ
た
。
自
ず
か
ら
、
判

断
の
枠
組
み
も
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
こ
の
点
は
立
法
不
作
為
に
対
す
る
国
賠
請
求
の
成
否
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、

後
に
改
め
て
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
最
高
裁
が
現
在
の
判
例
法
理
の
下
、「
法
律
の
規
定
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
又
は
保
護
さ
れ

て
い
る
権
利
利
益
を
合
理
的
な
理
由
な
く
制
約
す
る
も
の
と
し
て
憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
」
か

否
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
判
断
の
た
め
に
、
憲
法
上
の
権
利
保
障
と
そ
の
制
約
の
存
在
と
を
認

定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

　

㈢　

再
婚
制
限
の
目
的

　

で
は
、
第
一
の
審
査
、
本
件
規
定
の
立
法
目
的
は
合
理
的
か
。
そ
の
判
断
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
立
法
目
的
そ
の
も
の
の
何
で
あ

る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

多
数
意
見
は
こ
れ
を
、
父
性
推
定
の
重
複
回
避
と
父
子
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
発
生
の
防
止
に
あ
る
と
解
し
た
。
平
成
七
年
判
決
を

踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
櫻
井
裁
判
官
ら
六
名
の
共
同
補
足
意
見
の
み
な
ら
ず
、
鬼
丸
裁
判
官
の
意
見
も
ま
た
明
示
的
に
多
数
意
見

を
支
持
し
て
い
る
か
ら
、
裁
判
官
の
多
く
が
こ
の
見
解
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
根
拠
に
つ
い
て
、

平
成
七
年
判
決
は
何
も
述
べ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
判
決
は
そ
れ
を
、
本
件
規
定
の
立
法
の
経
緯
と
嫡
出
親
子
関
係
等
に
関
す
る
民

法
規
定
中
の
位
置
づ
け
に
求
め
た
。
明
治
三
一
年
法
か
ら
現
行
法
へ
の
移
行
過
程
に
お
い
て
、
本
件
規
定
が
嫡
出
推
定
に
関
す
る
民

法
七
七
二
条
と
と
も
に
旧
法
か
ら
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
現
行
法
上
の
関
連
規
定
を
い
く
つ
か
参
照
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
か
か
る
理
解
に
ひ
と
り
異
を
唱
え
た
の
が
山
浦
裁
判
官
の
反
対
意
見
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
件
規
定

の
本
来
の
趣
旨
は
、「
血
統
の
混
乱
を
防
止
す
る
」
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
離
婚
し
た
女
性
の
再
婚
を
禁
止
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
と
い
う
。
本
件
規
定
に
先
立
つ
旧
法
の
立
法
過
程
に
言
及
し
、
起
草
者
の
見
解
を
も
援
用
し
な
が
ら
、
当
時
の
男
性
に
と
っ
て

再
婚
し
た
女
性
の
子
の
生
物
学
上
の
父
が
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
子
が
自
分
と
血
縁
の
な
い
の
を
知
ら
ず
に
法
律
上
の
子

と
し
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
る
（
つ
ま
り
、
血
統
の
混
乱
を
防
止
す
る
）
と
の
生
物
学
的
な
視
点
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
指
摘

す
る
。
こ
う
し
た
性
差
別
的
制
度
が
成
立
し
た
の
は
、
当
時
、
血
縁
の
有
無
を
判
断
す
る
科
学
的
手
段
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
旧
憲
法

下
、
家
制
度
を
中
心
と
す
る
男
性
優
位
社
会
が
国
体
の
基
本
で
あ
っ
た
と
い
う
二
つ
の
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
多
数
意
見
の
ご
と
き
理
解
は
、「
血
統
の
混
乱
防
止
と
い
う
古
色
蒼
然
と
し
た

目
的
で
は
制
度
を
維
持
し
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
法
目
的
を
差
し
替
え
た
」
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

本
件
規
定
の
立
法
過
程
に
徴
す
る
な
ら
ば
、
起
草
者
意
思
を
正
し
く
言
い
当
て
て
い
る
の
は
山
浦
反
対
意
見
の
方
で
あ
ろ
う
。
既

に
み
た
通
り
、
本
件
規
定
の
直
接
の
前
身
た
る
明
治
三
一
年
法
七
六
七
条
、
及
び
そ
れ
に
先
行
す
る
明
治
二
三
年
法
三
二
条
以
来
、

こ
の
点
に
関
す
る
立
法
者
の
説
明
と
学
説
の
理
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
、
か
つ
一
貫
し
て
い
た
。
改
め
て
梅
謙
次
郎
の
言
葉
を
借
り
る
な

ら
ば
、
旧
規
定
が
女
性
に
つ
き
再
婚
禁
止
期
間
を
置
い
た
の
は
、「
血
統
ノ
混
乱
ヲ
防
ク
ノ
目
的
」
が
「
唯
一
ノ
理
由
」
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
本
件
規
定
の
制
定
時
に
も
、
政
府
委
員
は
、
血
統
的
な
観
点
に
お
け
る
混
乱
の
回
避
を
指
摘
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
規
定
の
倫
理
的
・
道
義
的
意
図
を
否
定
す
る
た
め
に
、
む
し
ろ
強
調
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

多
数
意
見
は
、
自
ら
の
根
拠
づ
け
の
た
め
に
、
本
件
規
定
の
立
法
の
経
緯
を
指
摘
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
要
す
る
に
、
昭
和
二
二
年

民
法
改
正
に
も
拘
わ
ら
ず
、
本
件
規
定
は
明
治
三
一
年
法
か
ら
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
と
い
う
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
の

こ
と
、
そ
の
立
法
目
的
に
つ
き
、
旧
法
起
草
者
の
見
解
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
明
示
さ
れ
た
起
草
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者
意
思
を
黙
過
し
た
の
で
は
、
規
定
の
趣
旨
・
目
的
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
山
浦
裁
判
官
の
批
判
も

全
く
理
由
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
多
数
意
見
の
真
意
は
、
お
そ
ら
く
山
浦
反
対
意
見
の
指
摘
と
は
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

多
数
意
見
が
意
図
し
た
の
は
、
本
件
規
定
の
立
法
目
的
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
の
記
述
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
現
在
の
時
点

で
本
件
規
定
を
正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
由
が
探
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
の
持
ち
得
る
意
味
の
再
構
成
、
す
な
わ
ち
法

解
釈
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
あ
る
法
規
定
の
趣
旨
・
目
的
が
何
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
た
や
す
い
事
柄
で
は
な
い
。
法
運
用

に
通
じ
た
裁
判
官
の
中
で
す
ら
、
し
ば
し
ば
見
解
の
分
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
尊
属
殺
違
憲
判
決
に
お
い
て
、
刑
法
旧
二
〇
〇
条
の

立
法
目
的
如
何
に
つ
き
、
多
数
意
見
と
田
中
二
郎
裁
判
官
ら
の
意
見
と
の
間
で
大
き
く
理
解
が
異
な
っ
て
い
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
よ
う
。
と
き
に
は
、
裁
判
所
の
認
定
す
る
立
法
目
的
が
、
法
規
定
自
体
の
改
正
が
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
時
の
経
過
に
よ
り
変
遷

し
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
る
。
裁
判
所
と
り
わ
け
最
高
裁
判
所
が
従
来
の
法
解
釈
を
改
め
、
判
例
変
更
を
行
な
う
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、

そ
の
変
更
が
、
規
定
の
直
接
的
意
味
だ
け
で
な
く
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
裁
判
所
の

語
る
立
法
目
的
は
、
法
適
用
時
に
持
ち
得
る
目
的
、
持
つ
べ
き
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
法
解
釈
の
所
産
な
の
で
あ
る
。

　

山
浦
反
対
意
見
は
、
本
件
規
定
の
立
法
目
的
に
つ
き
、
立
法
過
程
に
遡
っ
て
起
草
者
等
の
意
思
を
探
り
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
採
用

し
た
。
他
方
、
多
数
意
見
は
、
過
去
の
起
草
者
意
思
は
格
別
、
現
在
の
視
点
か
ら
、
本
件
規
定
と
関
連
諸
規
定
と
の
整
合
性
を
図
る

た
め
に
可
能
な
目
的
を
探
ろ
う
と
し
た
。
起
草
者
意
思
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ば
「
立
法
目
的
を
差
し
替
え
た
」
こ
と
自
体
が
直
ち
に

不
当
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
、
そ
の
差
し
替
え
の
説
得
力
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
、
多
数
意
見
は
必
ず
し
も

十
全
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

89
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ま
ず
、
昭
和
二
二
年
民
法
改
正
の
経
緯
に
言
及
し
た
の
は
不
用
意
で
あ
っ
た
。
本
件
規
定
が
旧
規
定
か
ら
の
引
き
継
ぎ
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
の
で
は
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
な
ぜ
当
初
の
立
法
目
的
と
は
異
な
る
目
的
を
認
定
す
る
の
か
、
肝
心
な
点
が
説
明
で

き
な
い
。
で
は
、
関
連
諸
規
定
を
援
用
し
た
の
は
説
得
的
で
あ
っ
た
か
。
民
法
が
、
父
性
推
定
の
仕
組
み
を
設
け
て
法
律
上
の
父
子

関
係
を
早
期
に
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
（
七
七
二
条
一
項
、
七
七
五
条
、
七
七
七
条
）、
及
び
、
再
婚
禁
止
の
除
外
事
由
を

設
け
て
い
る
こ
と
（
七
三
三
条
二
項
）
と
父
性
推
定
重
複
の
場
合
に
父
子
関
係
確
定
の
た
め
の
手
続
を
設
け
て
い
る
こ
と
（
七
三
三

条
）
を
挙
げ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
も
、
直
ち
に
は
本
件
規
定
が
「
父
性
の
推
定
の
重
複
を
避
け
る
た
め
に

0

0

0

規
定
さ
れ
た
」
と
の
結
論

を
導
か
な
い
。
本
件
規
定
が
そ
の
よ
う
な
諸
制
度
の
中
に
位
置
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
何
か
し
ら
別
の

0

0

目
的
が
あ

る
こ
と
を
排
除
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
山
浦
反
対
意
見
が
突
い
た
の
も
ま
さ
に
そ
の
点
で
あ
り
、「
血
統
の
混
乱
防
止
」
こ
そ
が
真

の
目
的
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
数
意
見
の
認
定
し
た
本
件
規
定
の
立
法
目
的
に
は
、
未
だ
十
分
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
憾
み
が
遺
る
。
そ
れ
が
、

反
対
意
見
を
生
じ
て
し
ま
っ
た
要
因
で
あ
る
。

　

㈣　

立
法
目
的
の
合
理
性

　

立
法
目
的
が
定
ま
っ
て
初
め
て
、
そ
の
合
理
性
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
認
定
し
た
目
的
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
も

ま
た
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

多
数
意
見
は
、
比
較
的
た
や
す
く
合
理
性
を
認
め
た
。
本
件
規
定
の
目
的
が
、
父
性
推
定
の
重
複
回
避
と
父
子
関
係
を
め
ぐ
る
紛

争
発
生
の
防
止
に
あ
る
と
解
し
た
上
で
、
父
子
関
係
が
早
期
に
明
確
と
な
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
抽
象
的
に
捉
え
る

限
り
、
こ
れ
ら
の
事
由
を
不
合
理
だ
と
は
言
い
難
い
。

　

も
ち
ろ
ん
多
数
意
見
も
、
他
の
手
段
に
よ
る
父
性
判
定
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
医
療
や
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
安
価
・

93
ａ
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安
全
に
、
極
め
て
高
い
確
率
で
生
物
学
上
の
親
子
関
係
を
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
重
要
な
の
は
「
早
期
に
」

定
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
判
定
に
委
ね
る
と
、
一
定
の
裁
判
手
続
等
を
経
る
ま
で
法
律
上
の
父
が
未
定
と
な
っ
て
種
々
の
影

響
が
生
じ
る
た
め
、
子
の
利
益
の
観
点
か
ら
、
煩
瑣
な
手
続
な
し
に
父
性
推
定
の
重
複
を
回
避
す
る
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
合
理

性
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
山
浦
反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
本
件
規
定
は
「
血
統
の
混
乱
防
止
と
い
う
古
色
蒼
然
と
し
た
目
的
」
に
出
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
ま
ま
で
は
合
理
性
を
有
し
得
な
い
。
た
だ
し
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
全
面
的
に
退
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
件
規
定
が

「
生
物
学
上
の
父
子
関
係
の
有
無
と
法
律
上
の
そ
れ
と
の
食
違
い
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
限
り
で
、
合
理
性

を
否
定
で
き
な
い
と
い
う
。
す
る
と
問
題
は
、
女
性
に
対
す
る
六
か
月
の
再
婚
禁
止
が
、
当
該
目
的
に
と
っ
て
合
理
的
関
連
性
を
有

す
る
の
か
否
か
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
議
論
は
手
段
審
査
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

㈤　

規
制
内
容
の
合
理
性

　

そ
こ
で
次
に
、
第
二
の
審
査
、
立
法
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
、
本
件
規
定
の
規
制
内
容
は
合
理
的
と
い
え
る
か
。
こ
の
点
で
も
、

裁
判
官
の
見
解
は
分
か
れ
た
。
主
な
対
立
軸
は
、
再
婚
禁
止
期
間
の
長
さ
を
問
題
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
再
婚
禁
止
期
間
制
度
そ
の

も
の
を
問
題
と
す
る
か
に
あ
る
。

　

多
数
意
見
は
、
前
者
の
立
場
を
採
っ
た
。
六
か
月
の
期
間
を
一
〇
〇
日
以
内
部
分
と
一
〇
〇
日
超
過
部
分
と
に
分
か
っ
た
上
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
父
性
推
定
の
重
複
回
避
と
父
子
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
の
防
止
と
い
う
目
的
か
ら
み
て
合
理
的
か
否
か
を
検
討
し
て
い
る
。

　

ま
ず
一
〇
〇
日
以
内
部
分
に
つ
い
て
、
多
数
意
見
は
、
一
律
に
女
性
の
再
婚
を
制
約
し
て
も
、
立
法
目
的
と
の
関
連
で
合
理
性
を

有
し
、
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
民
法
七
七
二
条
一
項
及
び
二
項
か
ら
、
女
性
の
再
婚
後
に
生
ま
れ
る
子

は
、
計
算
上
一
〇
〇
日
の
再
婚
禁
止
期
間
を
設
け
る
と
父
性
推
定
の
重
複
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
夫
婦
間
の
子
が
嫡
出
子
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と
な
る
の
は
婚
姻
の
重
要
な
効
果
で
あ
り
、
嫡
出
子
に
つ
い
て
出
産
時
を
起
点
と
す
る
明
確
か
つ
画
一
的
な
基
準
で
父
性
を
推
定
し
、

父
子
関
係
を
早
期
に
定
め
て
子
の
身
分
関
係
の
法
的
安
定
を
図
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
と
、
規
定
の
趣
旨
を
強
調
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
〇
〇
日
超
過
部
分
は
、
父
性
推
定
の
重
複
回
避
の
た
め
に
必
要
な
期
間
と
は
言
え
な
い
。
多
数
意
見
に
よ
れ

ば
、
旧
民
法
七
六
七
条
一
項
が
再
婚
禁
止
期
間
を
六
か
月
と
定
め
た
の
は
、
厳
密
に
父
性
推
定
の
重
複
回
避
の
た
め
の
期
間
に
限
定

せ
ず
、
禁
止
に
一
定
の
幅
を
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
①
懐
胎
の
判
定
が
困
難
で
、
専
門
家
で
も
懐
胎
後
六
か
月
程
度

を
要
し
た
こ
と
、
②
再
婚
後
の
子
の
父
性
判
定
を
誤
り
血
統
に
混
乱
を
生
ず
る
の
を
避
け
る
こ
と
、
③
諸
外
国
の
法
律
で
一
〇
か
月

の
再
婚
禁
止
期
間
を
定
め
る
例
が
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
再
婚
禁
止
が
旧
民
法
か
ら
現
行
民
法
に

引
き
継
が
れ
た
後
も
同
様
で
あ
り
、
従
っ
て
、
昭
和
二
二
年
民
法
改
正
時
に
は
、
当
該
部
分
は
国
会
の
合
理
的
立
法
裁
量
の
範
囲
を

超
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
す
る
。

　

だ
が
そ
の
後
、
再
婚
禁
止
期
間
に
一
定
の
幅
を
設
け
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
①
医
療
や
科
学
技
術
が

発
達
、
②
婚
姻
及
び
家
族
の
実
態
が
変
化
す
る
と
と
も
に
再
婚
の
制
約
を
削
減
す
る
要
請
も
高
ま
り
、
さ
ら
に
③
諸
外
国
で
再
婚
禁

止
期
間
が
廃
止
さ
れ
る
な
ど
、
右
に
挙
げ
た
事
情
が
み
な
変
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
婚
姻
の
自
由
が
憲
法
上
尊
重
さ
る
べ
き
こ
と
や
、

婚
姻
前
に
懐
胎
し
た
子
が
生
ま
れ
る
の
は
再
婚
の
と
き
だ
け
で
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
現
在
で
は
も
は
や
、
再
婚
の
場
合
に

限
っ
て
、
父
性
推
定
の
重
複
回
避
の
た
め
の
期
間
を
超
え
た
禁
止
期
間
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
て
、
一
〇
〇
日
超

過
部
分
は
婚
姻
の
自
由
に
過
剰
な
制
約
を
課
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
立
法
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
合
理
性
を
欠
き
、
憲
法
一
四

条
一
項
及
び
憲
法
二
四
条
二
項
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

多
数
意
見
は
、
民
法
上
の
制
度
間
に
お
け
る
整
合
性
の
視
点
か
ら
、
本
件
規
定
の
合
理
性
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

子
の
利
益
を
強
調
し
て
嫡
出
推
定
制
度
を
重
視
す
る
か
ら
、
当
該
制
度
の
維
持
自
体
が
直
ち
に
合
理
的
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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す
る
と
、
現
行
の
再
婚
禁
止
期
間
は
長
き
に
失
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
一
〇
〇
日
に
ま
で
限
定
す
れ
ば
、
制
度
の
瑕
疵
が
除
去
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
で
は
、
本
件
規
定
に
よ
る
婚
姻
の
自
由
の
制
限
と
い
う
女
性
の
権
利
の
問
題
が
、
法
制
度
間
の

不
整
合
の
問
題
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
、
い
わ
ば
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
子
の
身
分
関
係
の
安
定
な
ど
子
の
利
益
を
援
用
し
て
い
る

が
、
な
ぜ
そ
れ
が
憲
法
上
の
権
利
・
利
益
を
制
限
し
得
る
だ
け
の
価
値
を
持
つ
の
か
、
最
も
重
要
な
点
が
看
過
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
多
数
意
見
に
対
し
て
、
鬼
丸
裁
判
官
の
意
見
と
山
浦
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
本
件
規
定
の
全
部
を
違
憲
と
し
た
。

だ
が
、
両
者
の
間
に
も
見
解
の
相
違
が
あ
る
。

　

鬼
丸
意
見
は
、
多
数
意
見
と
同
様
、
本
件
規
定
の
立
法
目
的
を
、
父
性
推
定
の
重
複
回
避
と
父
子
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
の
防
止
に

あ
る
と
み
て
い
る
。
ま
た
、
共
同
補
足
意
見
と
と
も
に
、
お
よ
そ
父
性
推
定
の
重
複
を
回
避
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
は
本
件
規
定

の
適
用
除
外
を
認
め
る
こ
と
を
許
容
す
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
適
用
除
外
の
範
囲
は
多
様
か
つ
広
汎
と
な
り
、
本
件
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
が
ご
く
例
外
的
な
場
合
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
父
性
推
定
の
重
複
回
避
の
た
め
再
婚
禁
止
期
間
を
設
け
る
必
要
の
あ
る
場
合
は
極
め
て
例
外
的
で
あ
る

の
に
、
文
理
上
は
前
婚
の
解
消
等
を
し
た
全
て
の
女
性
（
民
法
七
三
三
条
二
項
の
場
合
を
除
く
）
に
対
し
て
一
律
に
再
婚
禁
止
期
間

を
設
け
て
い
る
本
件
規
定
を
、
前
婚
の
解
消
等
の
後
一
〇
〇
日
以
内
と
い
え
ど
も
残
し
て
お
く
こ
と
は
、
国
会
の
立
法
裁
量
を
考
慮

し
て
も
疑
問
だ
と
い
う
。
か
く
て
、
男
性
の
取
扱
い
と
の
間
に
差
別
を
設
け
た
本
件
規
定
に
は
合
理
的
根
拠
が
な
く
、
そ
の
全
部
が

国
会
の
立
法
裁
量
を
逸
脱
す
る
も
の
で
、
憲
法
一
四
条
一
項
及
び
二
四
条
二
項
に
違
反
し
無
効
だ
と
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
多
数
意
見
や
共
同
補
足
意
見
の
ご
と
く
、
本
件
規
定
に
つ
い
て
一
部
を
違
憲
と
す
る
と
と
も
に
合
憲
部
分
に
限
定
解

釈
を
加
え
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
、
婚
姻
の
自
由
に
対
し
過
度
に
広
汎
な
制
限
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
鬼
丸
意
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見
は
、
多
数
意
見
と
共
同
補
足
意
見
の
民
法
解
釈
自
体
に
は
与
し
つ
つ
も
、
そ
れ
故
に
こ
そ
さ
ら
に
進
ん
で
、
本
件
規
定
に
文
面
審

査
を
行
な
う
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
山
浦
反
対
意
見
は
、
本
件
規
定
に
対
す
る
審
査
の
在
り
方
そ
の
も
の
か
ら
議
論
を
始
め
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
件
規
定

の
本
来
の
趣
旨
は
「
血
統
の
混
乱
を
防
止
す
る
」
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
離
婚
し
た
女
性
に
再
婚
を
禁
止
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
父
性
推
定
の
重
複
回
避
の
問
題
と
し
て
単
に
そ
の
期
間
の
長
短
を
検
討
す
る
だ
け
で
な
く
、
再
婚
禁
止
の
制
度
自
体

が
男
女
平
等
と
婚
姻
の
自
由
を
定
め
た
憲
法
に
適
合
す
る
か
否
か
を
正
面
か
ら
判
断
す
べ
き
だ
と
す
る
。
い
わ
ば
本
件
規
定
に
対
し
、

単
な
る
量
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
な
く
、
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

規
定
本
来
の
趣
旨
は
「
古
色
蒼
然
と
し
た
目
的
」
で
あ
り
、
当
該
制
度
を
維
持
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
仮
に
、「
生
物
学

上
の
父
子
関
係
の
有
無
と
法
律
上
の
そ
れ
と
の
食
違
い
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
」
と
い
う
辛
う
じ
て
合
理
性
を
認
め
得
る
目
的
だ
と

し
て
も
、
旧
民
法
制
定
か
ら
一
〇
〇
年
余
の
間
に
科
学
的
・
医
学
的
研
究
は
急
速
な
発
展
を
遂
げ
て
お
り
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査
技
術
の
進

歩
で
生
物
学
上
の
父
子
関
係
を
科
学
的
か
つ
客
観
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
右
目
的

を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
再
婚
禁
止
期
間
を
設
け
る
必
要
性
は
完
全
に
失
わ
れ
た
。
従
っ
て
、
本
件
規
定
は
そ
の
全
部
を

違
憲
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
件
規
定
の
合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
、
裁
判
官
の
評
価
は
区
々
に
分
か
れ
た
。
多
数
意
見
は
、
規
定
の
立
法
目
的

に
つ
き
、
立
法
者
の
意
思
を
離
れ
て
異
な
る
解
釈
を
加
え
た
が
、
所
説
を
十
分
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
関
心

は
、
主
と
し
て
民
法
制
度
間
の
整
合
性
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
婚
姻
の
自
由
を
語
り
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
、
女
性
の
権
利
に
対
す

る
配
慮
は
制
度
の
背
後
に
退
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
多
数
意
見
の
重
視
し
た
嫡
出
推
定
制
度
は
、
抽
象
的
に
捉
え
る
限
り
、

93
ｅ
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そ
の
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
憲
法
の
保
護
を
受
け
る
婚
姻
の
自
由
の

制
約
を
正
当
化
し
得
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
法
政
策
上
の
便
宜
に
過
ぎ
な
い
嫡
出
推
定
の
制
度
を
挙
げ
て
、

憲
法
上
の
権
利
・
利
益
の
制
限
根
拠
と
な
す
多
数
意
見
の
思
考
に
は
、
強
い
疑
問
を
懐
か
ざ
る
を
得
な
い
。

五　

立
法
不
作
為
の
違
法
性

　

㈠　

立
法
行
為
の
国
賠
法
上
の
違
法
性

　

多
数
意
見
と
個
別
意
見
の
間
で
違
憲
の
範
囲
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
規
定
に
は
憲
法
一
四

条
一
項
及
び
二
四
条
二
項
に
違
反
す
る
瑕
疵
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
で
は
、
国
会
が
こ
れ
を
改
廃
す
る
立
法
措
置
を
と
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
本
件
規
定
の
合
憲
性
を
争
う
訴
訟
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、

当
事
者
は
、
憲
法
に
違
反
す
る
法
律
を
改
廃
し
な
い
立
法
不
作
為
が
違
法
だ
と
し
て
、
国
家
賠
償
責
任
を
問
う
途
を
選
ん
だ
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
判
例
は
当
初
、
国
会
議
員
の
立
法
行
為
に
国
賠
法
上
の
違
法
性
を
認
め
る
こ
と
に
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。

在
宅
投
票
制
廃
止
違
憲
訴
訟
（
昭
和
六
〇
年
判
決
）
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
国
会
議
員
の
立
法
行
為
（
立
法
不
作
為
を
含
む
）
が

国
賠
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
と
な
る
か
否
か
の
問
題
と
、
立
法
内
容
の
違
憲
性
の
問
題
と
を
区
別
し
た
。
仮
に
立
法
の
内
容
が

憲
法
に
違
反
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
故
に
国
会
議
員
の
立
法
行
為
が
直
ち
に
違
法
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
国
会

議
員
は
立
法
に
関
し
て
、
原
則
と
し
て
、
国
民
全
体
に
対
し
政
治
的
責
任
を
負
う
に
と
ど
ま
り
、
個
別
の
国
民
の
権
利
に
対
応
し
た

法
的
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
、「
国
会
議
員
の
立
法
行
為
は
、
立
法
の
内
容
が
憲
法
の
一
義
的
な
文
言
に
違
反
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
国
会
が
あ
え
て
当
該
立
法
を
行
う
と
い
う
ご
と
き
、
容
易
に
想
定
し
難
い
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
で
な
い
限
り
、

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
規
定
の
適
用
上
、
違
法
の
評
価
を
受
け
な
い
」
と
説
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
し
ば
ら
く
、
こ
の
判
断
が
先
例
と
し
て
実
務
を
支
配
し
た
。
本
件
規
定
の
合
憲
性
に
初
め
て
判
断
を
下
し
た
平
成
七
年
判

94
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決
も
、
そ
の
一
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
最
高
裁
は
、
右
説
示
の
適
用
範
囲
を
拡
張
す
る
可
能
性
す
ら
示
唆
し
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
下
級
審
の
中
に
、
こ
う
し
た
判
例
の
流
れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
試
み
が
現
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟

（
西
日
本
訴
訟
）
で
、
熊
本
地
裁
が
、
国
会
議
員
の
立
法
不
作
為
に
国
賠
責
任
を
認
め
る
可
能
性
を
開
い
た
。
旧
ら
い
予
防
法
は
ハ

ン
セ
ン
病
患
者
の
強
制
隔
離
制
度
を
設
け
て
い
た
が
、
医
学
の
進
歩
及
び
社
会
的
認
識
の
変
化
に
よ
っ
て
隔
離
の
必
要
の
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
国
会
が
法
改
正
を
怠
っ
て
い
た
と
し
て
、
当
該
立
法
不
作
為
の
違
法
性
を
認
定
し
た

の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
同
判
決
も
、
昭
和
六
〇
年
判
決
以
降
の
諸
判
決
を
認
識
し
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
ら
は
、
患
者
の
隔
離
と
い
う
極
め
て
重

大
な
自
由
制
限
を
課
し
た
法
律
に
関
す
る
訴
訟
と
は
全
く
事
案
を
異
に
す
る
と
述
べ
、
区
別
（distinction

）
の
手
法
を
用
い
て
先

例
の
拘
束
を
免
れ
よ
う
と
す
る
。
一
連
の
最
高
裁
判
決
が
、「
立
法
行
為
が
国
家
賠
償
法
上
違
法
と
評
価
さ
れ
る
の
は
、
容
易
に
想

定
し
難
い
よ
う
な
極
め
て
特
殊
で
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
」
旨
判
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
し
か
し
、「
立
法
の
内

容
が
憲
法
の
一
義
的
な
文
言
に
違
反
し
て
い
る
」
こ
と
は
、
立
法
行
為
の
国
賠
法
上
の
違
法
性
を
認
め
る
絶
対
条
件
で
は
な
く
、
立

法
行
為
が
国
賠
法
上
違
法
と
評
価
さ
れ
る
の
が
、
極
め
て
特
殊
で
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
。
そ
の
上
で
、
法
律
に
隔
離
規
定
が
存
続
す
る
こ
と
に
よ
る
人
権
被
害
の
重
大
性
と
こ
れ
に
対
す
る
司
法
的
救
済
の
必
要
性
に
鑑

み
て
、
他
に
は
お
よ
そ
想
定
し
難
い
極
め
て
特
殊
で
例
外
的
な
場
合
と
し
て
、
隔
離
規
定
を
改
廃
し
な
か
っ
た
国
会
議
員
の
立
法
不

作
為
に
、
国
賠
法
上
の
違
法
性
を
認
め
る
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
判
決
は
、
国
の
政
治
的
配
慮
に
よ
り
控
訴
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
上
級
審
の
判
断
を
仰
い
で
は
い
な
い
。
だ
が
そ
の
後
、
全

く
別
の
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
自
身
が
立
法
不
作
為
に
対
す
る
国
賠
訴
訟
の
可
能
性
を
一
部
認
め
る
に
至
っ
た
。

　

在
外
国
民
選
挙
権
訴
訟
（
平
成
一
七
年
判
決
）
で
は
、
公
選
法
が
在
外
国
民
に
国
政
選
挙
の
投
票
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
の
は
憲 98
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法
一
五
条
一
項
等
に
違
反
す
る
と
し
て
、
法
改
正
の
懈
怠
に
よ
り
選
挙
権
が
行
使
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
国
家
賠
償
等
が
求

め
ら
れ
た
。
最
高
裁
は
、
①
国
会
議
員
の
立
法
行
為
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
国
賠
法
上
違
法
と
な
る
か
否
か
の
問
題
と
、
当
該
立
法

内
容
ま
た
は
立
法
不
作
為
の
違
憲
性
の
問
題
は
区
別
さ
る
べ
き
こ
と
、
②
仮
に
立
法
内
容
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
憲
法
に
違
反
す
る

と
し
て
も
、
そ
の
故
に
国
会
議
員
の
立
法
行
為
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
直
ち
に
違
法
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め

た
。
し
か
し
、
③
立
法
内
容
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
国
民
の
憲
法
上
の
権
利
を
違
法
に
侵
害
す
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
や
、
国
民
に

憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
明
白
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
が
正
当
な
理
由
な
く
長
期
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
怠
る
場
合
な
ど
に
は
、
例
外
的
に
、
国
会
議
員
の
立

法
行
為
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
国
賠
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
の
評
価
を
受
け
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
④
在
外
国
民
も
国
政
選

挙
で
の
投
票
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
に
は
在
外
選
挙
制
度
な
ど
の
立
法
が
必
要
不
可
欠

だ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
〇
年
以
上
何
ら
の
立
法
措
置
も
執
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
か
る
著
し
い
不
作
為
は
右
の
例
外
に
当
た
り
、

ま
た
過
失
の
存
在
も
否
定
で
き
な
い
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

平
成
一
七
年
判
決
自
身
は
、
右
説
示
が
昭
和
六
〇
年
判
決
と
異
な
る
趣
旨
で
は
な
い
と
す
る
。
だ
が
、
た
と
え
判
例
変
更
で
な
い

と
し
て
も
、
先
例
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
新
た
な
判
断
を
付
加
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
昭
和
六
〇
年
判
決
の
射
程
が

一
定
程
度
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
判
決
で
は
、
平
成
七
年
判
決
の
よ
う
に
た
や
す
く
国
賠
請
求
を
却
け
る
の
で

は
な
く
、
本
件
規
定
が
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
か
否
か
、
仮
に
侵
害
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
改
正
を
怠
る
立
法
不
作
為
が
国
家

賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
か
否
か
が
、
改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

㈡　

国
賠
請
求
の
成
否 

│ 

本
件
不
作
為
の
違
法
性
判
断

　

で
は
実
際
に
、
本
件
規
定
を
改
廃
し
な
い
立
法
不
作
為
の
違
法
性
は
、
い
か
な
る
判
断
枠
組
み
の
下
で
審
査
さ
れ
た
の
か
。
多
数

１０４
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意
見
は
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
国
会
議
員
の
立
法
行
為
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
国
賠
法
一
条
一
項
の
適
用
上

違
法
と
な
る
か
否
か
と
、
立
法
内
容
の
違
憲
性
の
問
題
と
は
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
②
仮
に
立
法
内
容
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
し

て
も
、
国
会
議
員
の
立
法
行
為
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
直
ち
に
国
賠
法
上
違
法
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
③

法
律
の
規
定
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
ま
た
は
保
護
さ
れ
て
い
る
権
利
利
益
を
合
理
的
理
由
な
く
制
約
し
て
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
が
明

白
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国
会
が
正
当
な
理
由
な
く
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
改
廃
等
の
立
法
措
置
を
怠
る
場
合
な
ど
は
、
例
外
的

に
、
そ
の
立
法
不
作
為
が
国
賠
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

　

多
数
意
見
は
こ
こ
で
、
昭
和
六
〇
年
判
決
及
び
平
成
一
七
年
判
決
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
右
説
示
は
先
例
を
踏
襲
し
た
も
の
と

理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
子
細
に
検
討
す
る
と
、
本
判
決
と
先
例
と
の
間
に
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
③
の
説
示
に
現
れ
て
い
よ
う
。

　

平
成
一
七
年
判
決
は
、
国
会
議
員
の
立
法
行
為
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
国
賠
法
上
違
法
と
な
る
例
外
の
要
件
と
し
て
、
ⅰ
立
法
内

容
ま
た
は
立
法
不
作
為
が
国
民
の
憲
法
上
の
権
利
を
違
法
に
侵
害
す
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
と
、
ⅱ
国
民
に
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い

る
権
利
行
使
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
立
法
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
会
が
正
当
な
理
由
な
く
長
期
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
怠
る
場
合
と
を
挙
げ
て
い
た
。
他
方
、
本
判
決
で
は
、
そ
れ
が
「
法
律
の
規
定

が
憲
法
上
保
障
さ
れ
ま
た
は
保
護
さ
れ
て
い
る
権
利
利
益
を
合
理
的
な
理
由
な
く
制
約
し
て
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
が
正
当
な
理
由
な
く
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
改
廃
等
の
立
法
措
置
を
怠
る
場
合
」
と
再
定
式
化
さ
れ
て
い

る
。
平
成
一
七
年
判
決
ⅰ
で
は
、
憲
法
上
の
権
利
侵
害
の
明
白
さ
が
直
ち
に
違
法
性
を
根
拠
づ
け
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
た
の
に

対
し
、
本
判
決
で
は
、
先
例
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
「
長
期
の
懈
怠
」
の
要
件
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
、
違
法
性
認

定
の
可
能
性
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
れ
ら
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
千
葉
裁
判
官
の
補
足
意
見
で
あ
っ
た
。
平
成
一
七
年
判
決
を
前
段
部
分
ⅰ
と
後

段
部
分
ⅱ
に
分
け
、
本
件
は
前
段
部
分
と
同
様
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
多
数
意
見
で
示
さ
れ
た
一
般
論
は
・
・
・

国
会
議
員
の
職
務
行
為
で
あ
る
立
法
的
対
応
が
ど
の
よ
う
に
国
家
賠
償
法
上
違
法
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
判
断
の
枠
組

み
を
示
し
た
も
の
」
で
あ
り
、「
平
成
一
七
年
判
決
の
判
示
す
る
判
断
基
準
は
・
・
・
今
回
整
理
し
直
さ
れ
・
・
・
今
後
は
、
こ
の

点
の
判
断
基
準
は
、
本
件
多
数
意
見
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
学
説
の
中
に
も
、
こ
の
補
足
意
見

を
裁
判
所
自
身
に
よ
る
先
例
と
の
整
合
性
の
説
明
と
み
て
、
高
く
評
価
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

千
葉
補
足
意
見
は
、
平
成
一
七
年
判
決
ⅰ
が
「
昭
和
六
〇
年
判
決
と
同
様
に
、
当
然
に
違
法
と
な
る
極
端
な
場
合
を
示
し
た
」
も

の
と
理
解
し
て
お
り
、
本
件
も
こ
れ
と
同
様
の
ケ
ー
ス
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
本
判
決
の
定
式
化
で
は
、
そ
の
ⅰ
に
つ
い
て
「
長
期

の
懈
怠
」
の
要
件
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
本
件
自
体
を
「
当
然
に
違
法
と
な
る
極
端
な
場
合
」
と
み
て
は
い
な
い
。

従
っ
て
、
本
判
決
を
も
っ
て
単
に
平
成
一
七
年
判
決
を
踏
襲
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、
こ
の
枠
組
み
の
下
で
、
多
数
意
見
は
本
件
不
作
為
の
国
賠
法
上
の
違
法
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
本
件
規
定
の
う
ち
一
〇
〇

日
超
過
部
分
は
、
法
制
定
後
の
諸
条
件
の
変
化
に
伴
っ
て
合
理
性
を
失
っ
た
が
、
①
平
成
七
年
判
決
は
、
民
法
七
三
三
条
を
改
廃
し

な
か
っ
た
立
法
不
作
為
が
違
法
だ
と
し
て
お
ら
ず
、
立
法
政
策
に
委
ね
る
の
が
相
当
と
国
会
議
員
が
受
け
止
め
て
も
や
む
を
得
な

か
っ
た
。
ま
た
②
再
婚
禁
止
期
間
の
短
縮
を
含
む
民
法
改
正
要
綱
や
法
律
案
要
綱
は
、
一
〇
〇
日
超
過
部
分
の
違
憲
性
を
前
提
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
、
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
て
、
一
〇
〇
日
超
過
部
分
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
が
国
会
に
と
っ
て
明
白
だ
っ
た
と
は
言

え
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ひ
と
り
山
浦
反
対
意
見
が
国
賠
請
求
を
認
容
す
べ
き
だ
と
し
た
。
立
法
不
作
為
の
国
賠
法
上
の
違
法
性
判
断
基

準
に
つ
い
て
は
多
数
意
見
に
同
調
し
な
が
ら
、
そ
の
本
件
へ
の
適
用
に
は
異
論
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

１０５
１０６

１０７

１０７
ａ

１０８



　（　　）　51巻２号　（2017. １）301

再婚禁止期間違憲訴訟（二・完）
　

そ
の
理
由
と
し
て
、
①
平
成
七
年
判
決
の
事
案
（
立
法
不
作
為
の
判
断
基
準
時
）
が
平
成
元
年
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
は
平

成
二
〇
年
の
事
案
で
あ
り
、
そ
の
間
の
検
査
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
生
物
学
上
の
父
子
関
係
を
容
易
か
つ
正
確
に
判
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
②
婚
姻
や
家
族
を
め
ぐ
る
国
民
意
識
や
社
会
状
況
が
変
化
し
た
こ
と
、
③
再
婚
禁
止
期
間
制
度
を
廃

止
す
る
諸
外
国
の
傾
向
が
明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
国
際
委
員
会
か
ら
本
件
規
定
廃
止
の
勧
告
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な

ど
を
挙
げ
て
い
る
。
本
件
規
定
の
違
憲
性
は
、
平
成
二
〇
年
よ
り
も
相
当
前
に
国
会
に
と
っ
て
明
白
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
改
正
に

困
難
は
な
い
か
ら
、
遅
く
と
も
平
成
二
〇
年
時
点
で
は
、
正
当
な
理
由
な
く
立
法
措
置
を
怠
っ
た
と
評
価
す
る
に
足
る
期
間
が
経
過

し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
国
会
の
過
失
も
否
定
で
き
な
い
と
し
て
、
当
事
者
が
離
婚
後
直
ち
に
再
婚
で
き
な
い
こ
と
で
被
っ

た
精
神
的
苦
痛
に
対
し
、
賠
償
請
求
を
認
め
る
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
見
解
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
反
対
意
見
自
身
が
詳
細
に
論
じ
な
が
ら
、
な
お
多
く
の
裁
判
官
の
支
持
を
受
け
ら

れ
な
か
っ
た
本
件
規
定
の
全
部
違
憲
の
評
価
が
、
事
前
に
国
会
に
と
っ
て
明
白
で
あ
っ
た
と
論
ず
る
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら
ず
無
理
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六　

む
す
び

　

損
害
賠
償
は
却
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
本
件
訴
訟
の
真
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
女
性
の
婚
姻
の
自
由
を
妨
げ
る
法
律

を
変
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
当
事
者
の
願
い
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
判
決
に
よ
っ
て
、
そ
の
企
図
の
少
な
く
と
も
一
部
は
達
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

判
決
の
下
さ
れ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
に
対
応
し
た
の
は
行
政
で
あ
っ
た
。
は
や
く
も
判
決
当
日
、
法
務
省
が
全
国
の
市
町
村
に
向

け
て
、
違
憲
判
決
の
言
渡
し
に
伴
う
新
た
な
戸
籍
実
務
の
取
扱
い
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
婚
の
解
消
ま
た
は
取
消

し
の
日
か
ら
六
か
月
を
経
過
し
て
い
な
い
婚
姻
届
も
、
一
〇
〇
日
を
経
過
し
て
い
る
場
合
に
は
、
本
件
規
定
が
改
正
さ
れ
る
前
で

１０９

１１０
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あ
っ
て
も
受
理
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。
規
定
の
違
憲
性
を
、
多
数
意
見
に
即
し
て
除
去
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。

　

国
会
の
取
組
み
に
は
多
少
の
時
日
を
要
し
た
が
、
平
成
二
八
年
六
月
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
同
年
法
律
七
一
号
。
以

下
、
改
正
法
と
い
う
）
に
よ
り
本
件
規
定
が
改
正
さ
れ
た
。
六
か
月
の
再
婚
禁
止
期
間
を
一
〇
〇
日
に
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
二
項

を
改
め
、
本
件
規
定
の
適
用
除
外
要
件
と
し
て
、
新
た
に
「
女
が
前
婚
の
解
消
又
は
取
消
し
の
時
に
懐
胎
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
（
一

号
）」
と
「
女
が
前
婚
の
解
消
又
は
取
消
し
の
後
に
出
産
し
た
場
合
（
二
号
）」
の
二
つ
を
置
い
て
い
る
。
多
数
意
見
の
み
な
ら
ず
、

櫻
井
裁
判
官
ら
の
共
同
補
足
意
見
の
指
摘
を
も
取
り
入
れ
て
法
制
化
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
規
定
の
目
的
が
嫡
出
推
定
の

重
複
回
避
に
あ
る
か
ら
に
は
、
重
複
の
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
客
観
的
に
明
白
な
場
合
に
は
再
婚
を
制
限
す
る
理
由
が
な
い
。
共
同

補
足
意
見
は
、
法
解
釈
の
形
で
再
婚
禁
止
の
適
用
除
外
を
い
く
つ
か
提
唱
し
て
い
た
が
、
旧
二
項
の
文
言
か
ら
そ
の
内
容
を
読
み
取

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
条
文
そ
の
も
の
を
変
更
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
会
は
確
か
に
、
比
較
的
す
み
や
か
に
本
判
決
の
趣
旨
を
具
体
化
す
る
法
改
正
を
行
な
っ
た
と
し
て
よ
い
。

だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
具
体
的
な
法
制
度
の
形
成
を
委
ね
ら
れ
た
国
会
の
責
務
が
、
十
分

に
果
た
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
改
正
法
は
、
要
す
る
に
、
最
高
裁
の
認
定
し
た
本
件
規
定
の
違
憲
性
を
治
癒
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
再
婚
禁
止
期

間
の
短
縮
と
と
も
に
、
期
間
内
に
お
け
る
柔
軟
な
法
運
用
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
裁
判
官
ら
の
述
べ
た
意
見
を

後
追
い
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
未
だ
そ
こ
に
、
国
会
自
身
の
意
思
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

裁
判
所
は
、
家
族
制
度
や
婚
姻
制
度
そ
の
も
の
を
創
設
す
る
役
割
を
持
た
な
い
。
た
だ
、
既
存
の
制
度
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
否

か
を
事
後
的
に
審
査
す
る
に
と
ど
ま
る
（
八
一
条
）。
違
憲
と
決
定
さ
れ
た
限
り
で
当
該
制
度
は
効
力
を
失
う
が
（
九
八
条
一
項
）、

こ
れ
を
改
め
て
新
た
な
制
度
を
形
成
す
る
の
は
、
な
お
国
会
の
権
限
で
あ
り
、
義
務
で
あ
る
（
二
四
条
二
項
）。

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５
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婚
姻
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
効
果
が
伴
う
が
、
離
婚
し
た
女
性
は
、
一
定
期
間
婚
姻
制
度
の
利
用
が
妨
げ
ら
れ
、
そ
の
利
益
を
享

受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
近
年
そ
の
不
都
合
が
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
の
み
を
対
象
と
す
る
再
婚
禁
止
期
間
制
度

に
は
、
憲
法
の
観
点
か
ら
、
ま
た
政
策
的
な
観
点
か
ら
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
国
会
は
、
単
に
本
件
規
定
の

違
憲
性
を
取
り
除
く
だ
け
で
な
く
、
い
ま
一
度
、
現
在
の
わ
が
国
に
相
応
し
い
婚
姻
制
度
は
い
か
な
る
も
の
か
、
正
面
か
ら
検
討
す

る
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
質
的
政
策
的
議
論
を
交
わ
す
こ
と
な
く
、
た
だ
本
判
決
に
従
っ
た
法
改
正
を
行

な
っ
た
だ
け
で
は
、
唯
一
の
立
法
機
関
と
し
て
家
族
や
婚
姻
に
関
す
る
法
制
度
の
形
成
を
委
ね
ら
れ
た
国
会
の
責
務
を
果
た
し
た
と

は
評
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

　

も
と
よ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
現
行
法
の
相
当
程
度
の
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。
わ
ず
か
六
か
月
で
は
実
行
困
難
な
作
業
で
あ
っ

た
と
の
事
情
も
、
理
解
し
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
国
会
の
中
に
も
多
少
の
自
覚
が
あ
っ
た
も
の
か
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い

て
、
改
正
法
（
案
）
に
附
則
を
一
項
追
加
す
る
修
正
が
行
な
わ
れ
た
。

　
　

附
則
２　

 　

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘

案
し
、
再
婚
禁
止
に
か
か
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

　

修
正
理
由
に
つ
い
て
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
規
定
自
体
か
ら
忖
度
す
る
な
ら
ば
、
国
会
も
ま
た
再
婚
禁
止
制

度
の
再
検
討
の
必
要
性
を
認
識
し
て
お
り
、
当
面
は
本
判
決
に
従
っ
た
法
改
正
に
と
ど
め
る
が
、
将
来
的
に
は
さ
ら
に
大
き
な
改
革

も
あ
り
得
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
条
項
に
対
し
て
は
、
再
婚
禁
止
制
度
の
在
り
方
は
国
民
の
生
活
に
直
接
影
響

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
改
正
後
の
規
定
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
さ
れ

た
の
だ
と
し
て
、
一
定
の
評
価
を
与
え
る
見
解
も
あ
る
。

　

だ
が
、
本
条
項
が
「
政
府
」
に
対
す
る
指
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
に
は
、
な
お
若
干
の
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た
い
。
憲
法
は
、

１１７

１１８

１１９
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家
族
や
婚
姻
制
度
の
具
体
化
を
法
律
事
項
と
し
て
い
る
。
制
度
形
成
の
責
務
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
国
会
自
身
で
あ
っ
て
、

政
府
に
よ
る
法
施
行
状
況
の
調
査
と
検
討
は
、
そ
の
前
段
階
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
本
条
項
に
基
づ
き
、
三
年
後
、
政
府
が
改
正

法
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
い
か
な
る
評
価
を
下
す
の
か
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
政
府
の
検
討
を
受
け
て
国
会
自
身
が
い
か
な
る
制
度

形
成
を
行
な
う
の
か
。
今
後
の
展
開
を
注
視
し
、
政
府
や
国
会
の
活
動
に
政
治
的
統
制
を
及
ぼ
す
こ
と
が
、
主
権
者
た
る
国
民
の
役

割
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

註
（
71
）　

判
時
一
五
六
三
号
八
三
頁
。

（
72
）　

厳
密
に
言
え
ば
、
平
成
七
年
判
決
は
、
民
法
七
三
三
条
の
立
法
趣
旨
が
合
理
的
だ
と
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、

「
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
各
人
の
法
的
取
扱
い
に
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
」
い
と
説
示

す
る
以
上
、
立
法
趣
旨
の
合
理
性
に
対
す
る
何
ら
か
の
評
価
が
な
け
れ
ば
、
合
憲
・
違
憲
の
判
断
を
導
き
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
そ

れ
が
、
同
条
が
「
憲
法
の
一
義
的
な
文
言
に
違
反
し
て
い
る
」
か
否
か
を
問
う
だ
け
の
、
い
か
に
も
緩
や
か
な
審
査
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で

の
違
憲
性
は
有
し
な
い
と
す
る
ご
く
緩
や
か
な
合
憲
判
断
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
相
応
す
る
程
度
の
極
め
て
緩
や
か
な
合
理
性
を
認
め
た

も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
73
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
同
判
決
は
、
民
法
七
三
三
条
が
性
別
に
よ
る
区
別
に
当
た
る
と
明
言
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
法
的
区
別
が
存

在
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
、
憲
法
一
四
条
一
項
違
反
の
要
件
に
関
す
る
説
示
は
全
く
無
意
味
と
な
っ
て
し
ま
う
。
説
明
す
べ
き
事
柄

を
明
確
に
語
ろ
う
と
し
な
い
の
は
、
最
高
裁
の
し
ば
し
ば
陥
る
悪
癖
の
一
つ
で
あ
る
。

（
74
）　

こ
れ
ま
で
最
高
裁
に
お
い
て
、
当
事
者
側
が
婚
姻
の
自
由
を
主
張
し
た
例
は
あ
る
（
例
え
ば
、
最
大
判
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
三
日
、

刑
集
三
九
巻
六
号
四
一
三
頁
（
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
）
参
照
）。
平
成
七
年
判
決
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
最
高
裁
の

容
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
他
方
、「
婚
姻
予
約
不
履
行
に
つ
き
慰
藉
料
支
払
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
婚
姻
の
自
由
を
侵
す
」
と
の

主
張
に
対
し
、「
当
裁
判
所
の
採
用
し
得
な
い
独
自
の
見
解
」
だ
と
し
て
こ
れ
を
却
け
た
例
が
あ
る
が
（
最
判
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
五
日
、

１２０
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集
民
六
三
号
九
三
九
頁
、
判
タ
一
四
八
号
八
八
頁
）、
必
ず
し
も
婚
姻
の
自
由
を
積
極
的
に
否
定
す
る
趣
旨
と
は
解
さ
れ
な
い
。

 
　

下
級
審
段
階
で
は
い
く
つ
か
、
憲
法
一
三
条
、
二
四
条
な
ど
を
挙
げ
て
「
結
婚
の
自
由
」
を
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
の
一
つ
と

認
め
た
裁
判
例
が
あ
る
（
東
京
地
判
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
〇
日
、
判
時
四
六
七
号
二
六
頁
（
住
友
セ
メ
ン
ト
事
件
）、
千
葉
地
判
昭
和

四
三
年
五
月
二
〇
日
、
判
時
五
一
八
号
二
四
頁
（
茂
原
市
結
婚
退
職
制
事
件
）、
名
古
屋
地
判
昭
和
四
五
年
八
月
二
六
日
、
判
時
六
一
三

号
九
一
頁
（
山
一
証
券
事
件
）、
大
阪
地
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
〇
日
、
判
時
六
五
四
号
二
九
頁
（
三
井
造
船
事
件
）
等
）。
い
ず
れ
も
、

女
性
の
結
婚
退
職
制
や
出
産
退
職
制
が
婚
姻
の
自
由
の
侵
害
に
当
た
り
、
法
律
上
も
違
法
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
75
）　

よ
り
正
確
に
は
、「
婚
姻
を
す
る
に
つ
い
て
の
自
由
は
、
憲
法
二
四
条
一
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
十
分
尊
重
に
値
す
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
取
材
の
自
由
に
関
す
る
説
示
を
想
起
さ
せ
る
が
（
最
大
決
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
六
日
、
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁

（
博
多
駅
テ
レ
ビ
フ
ィ
ル
ム
提
出
命
令
事
件
）、
最
決
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
、
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
（
外
務
省
秘
密
漏
洩
事
件
）、

最
判
平
成
元
年
一
月
三
〇
日
、
刑
集
四
三
巻
一
号
一
九
頁
（
日
本
テ
レ
ビ
事
件
）、
最
大
判
平
成
元
年
三
月
八
日
、
民
集
四
三
巻
二
号
八

九
頁
（
レ
ペ
タ
訴
訟
）、
最
判
平
成
二
年
七
月
九
日
、
刑
集
四
四
巻
五
号
四
二
一
頁
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
事
件
）、
最
決
平
成
一
八
年
一
〇
月
三
日
、

民
集
六
〇
巻
八
号
二
六
四
七
頁
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
事
件
）
等
参
照
）、
そ
の
表
現
は
と
も
あ
れ
、
最
高
裁
が
婚
姻
の
自
由
を
憲
法
上
の
権
利

と
認
め
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
法
律
に
よ
る
規
制
が
直
ち
に
憲
法
違
反
と
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
何
か
し
ら

他
の
条
項
、
客
観
的
な
憲
法
規
範
に
違
反
す
る
場
合
は
別
論
で
あ
る
）。

 

　

な
お
、
最
高
裁
が
婚
姻
の
自
由
に
つ
き
取
材
の
自
由
と
同
様
の
表
現
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
婚
姻
の
自
由
が
保
障
内
容
の
憲
法

上
あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ
て
い
る
権
利
・
自
由
と
違
い
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
具
体
化
す
る
制
度
と
の
関
連
で
国
会
に

あ
る
程
度
の
立
法
裁
量
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
た
め
」
だ
と
す
る
理
解
が
あ
る
。
畑
尻　

剛
「
制
度
か
個
人
か
│
再
婚
禁
止
期
間
と
夫
婦

同
氏
制
に
関
す
る
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
│
」
白
門
六
八
巻
五
号
四
二
頁
註
（
７
）。
確
か
に
、
婚
姻
そ
の
も
の
が
法
律
で
制

度
化
さ
れ
る
以
上
（
二
四
条
二
項
）、
婚
姻
の
自
由
の
内
容
に
も
一
定
の
立
法
裁
量
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
取
材
の

自
由
に
つ
い
て
は
、
憲
法
は
、
何
が
取
材
で
あ
る
か
権
利
の
内
容
形
成
を
国
会
に
委
ね
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
両
者
を
同
列
に
論

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
76
）　

千
葉
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
本
判
決
を
、
一
般
的
な
平
等
原
則
違
反
の
審
査
と
は
異
な
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

不
平
等
な
法
令
の
合
憲
性
審
査
に
お
い
て
は
、
通
常
、
立
法
目
的
の
正
当
性
・
合
理
性
と
そ
の
手
段
の
合
理
的
関
連
性
の
有
無
を
審
査
し
、
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い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
合
憲
性
が
肯
定
さ
れ
る
。
国
会
の
制
定
し
た
法
制
度
内
の
不
平
等
で
は
、
当
該
法
制
度
の
制

定
が
広
い
立
法
裁
量
に
属
し
、
理
論
的
形
式
的
意
味
合
い
の
強
い
立
法
目
的
と
そ
の
手
段
の
合
理
性
審
査
で
足
る
と
す
る
。
他
方
、
本
件

の
よ
う
に
、
立
法
目
的
が
正
当
で
も
、
そ
の
達
成
手
段
た
る
措
置
が
憲
法
上
の
自
由
を
損
な
う
場
合
、
立
法
目
的
を
達
成
す
る
手
段
そ
れ

自
体
が
実
質
的
に
不
相
当
で
な
い
か
否
か
（
手
段
の
採
用
自
体
が
立
法
裁
量
の
範
囲
内
か
否
か
）
も
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
（
民
集
六
九
巻
八
号
二
四
四
五
頁
）。

 

　

本
判
決
が
、
規
制
手
段
の
合
理
性
判
断
に
お
い
て
、
婚
姻
の
自
由
の
制
約
と
い
う
視
点
を
取
り
入
れ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

手
段
審
査
の
密
度
を
高
め
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
尊
属
殺
違
憲
判
決
で
は
、
尊
属
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
き

刑
を
加
重
す
る
こ
と
自
体
は
合
理
的
だ
が
、
加
重
の
程
度
の
極
端
な
点
が
不
合
理
と
認
定
さ
れ
た
。
刑
法
旧
二
〇
〇
条
は
、
特
段
憲
法
上

の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
（
当
時
、
憲
法
が
「
殺
人
の
自
由
」
を
保
障
す
る
な
ど
と
は
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）、
な

お
そ
の
手
段
が
立
法
裁
量
の
範
囲
内
か
否
か
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
条
の
目
的
が
合
理
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
刑
の
加
重
の

程
度
如
何
は
立
法
裁
量
に
属
す
る
と
主
張
し
た
、
田
中
裁
判
官
ら
の
意
見
や
下
田
裁
判
官
の
反
対
意
見
と
対
比
し
て
み
る
と
よ
い
。

 

　

い
ま
一
つ
、
千
葉
補
足
意
見
は
、
本
判
決
と
最
大
決
平
成
二
五
年
九
月
四
日
（
非
嫡
出
子
相
続
分
差
別
違
憲
決
定
）
と
を
比
べ
て
い
る
。

平
成
二
五
年
決
定
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
は
、
差
別
的
取
扱
い
に
関
す
る
諸
事
情
全
て
を
考
慮
し
た
上
で
合
理
的
根
拠
の
有
無
を
判
断
し
た

が
、
本
件
で
は
、
規
定
の
立
法
目
的
・
手
段
の
合
理
性
等
の
有
無
を
明
示
的
に
審
査
し
た
。
千
葉
に
よ
れ
ば
、
立
法
目
的
の
理
解
に
検
討
を

要
し
た
平
成
二
五
年
決
定
と
異
な
り
、
本
件
は
「
父
性
推
定
の
重
複
回
避
」
と
い
う
立
法
目
的
が
単
一
で
明
確
で
あ
る
た
め
、
立
法
目
的
・

手
段
の
合
理
性
等
の
有
無
を
明
示
的
に
審
査
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
審
査
を
行
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

 

　

し
か
し
、
民
法
（
旧
）
九
〇
〇
条
四
号
但
書
前
段
に
も
、
立
法
に
際
し
て
一
定
の
趣
旨
・
目
的
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
仮
に
立
法
目

的
の
理
解
に
検
討
を
要
し
た
と
し
て
も
（
本
判
決
に
お
け
る
多
数
意
見
と
反
対
意
見
の
対
立
を
想
起
さ
れ
た
い
）、
そ
れ
が
直
ち
に
総
合

的
判
断
の
必
要
性
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
。
審
査
手
法
の
相
違
は
、
平
成
二
五
年
決
定
が
右
条
項
の
違
憲
性
の
認
定
根
拠
を
様
々
な
要
因

の
変
化
に
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
規
定
の
制
定
後
、
諸
要
因
が
変
化
し
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
よ
っ
て
は
違
憲
性
を
根
拠
づ
け
ら

れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
総
合
す
れ
ば
違
憲
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
総
合
的
判
断
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
他
方
、

本
件
で
は
、
考
慮
・
検
討
す
べ
き
要
因
が
比
較
的
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
総
合
的
判
断
と
い
う
手
法
を
採
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
77
）　

最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
四
日
、
刑
集
二
七
巻
三
号
二
六
五
頁
。
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（
78
）　

例
え
ば
、
最
判
昭
和
四
九
年
九
月
二
六
日
、
刑
集
二
八
巻
六
号
三
二
九
頁
（
尊
属
傷
害
致
死
罪
違
憲
訴
訟
）、
最
大
判
昭
和
六
〇
年
三

月
二
七
日
、
民
集
三
九
巻
二
号
二
四
七
頁
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
）、
最
大
決
平
成
七
年
七
月
五
日
、
民
集
四
九
巻
七
号
一
七
八
九

頁
（
非
嫡
出
子
相
続
分
差
別
合
憲
決
定
）、
最
判
平
成
一
三
年
六
月
二
一
日
、
刑
集
五
五
巻
四
号
二
四
九
頁
（
地
方
税
法
違
反
被
告
事
件
）、

最
判
平
成
一
六
年
一
一
月
二
日
、
集
民
二
一
五
号
五
一
七
頁
、
判
時
一
八
八
三
号
四
三
頁
（
弁
護
士
夫
婦
事
件
）、
最
判
平
成
二
七
年
三

月
一
〇
日
、
民
集
六
九
巻
二
号
二
六
五
頁
（
国
籍
確
認
請
求
訴
訟
）
等
参
照
。

 

　

も
と
よ
り
、
目
的
・
手
段
審
査
は
平
等
原
則
違
反
固
有
の
判
断
枠
組
み
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
違
憲
主
張
を
審
査
す
る
際
に
も
、
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
憲
法
一
三
条
違
反
の
審
査
の
例
と
し
て
、
最
判
平
成
七
年
一
二
月
一
五
日
、
刑
集
四
九
巻
一
〇
号
八

四
二
頁
（
指
紋
押
捺
訴
訟
）、
最
判
平
成
九
年
一
一
月
一
七
日
、
刑
集
五
一
巻
一
〇
号
八
五
五
頁
（
外
国
人
登
録
確
認
制
度
違
憲
訴
訟
）

等
が
あ
る
。
憲
法
二
二
条
一
項
に
関
す
る
最
大
判
昭
和
四
七
年
一
一
月
二
二
日
、
刑
集
二
六
巻
九
号
五
八
六
頁
（
小
売
市
場
事
件
）、
最

大
判
昭
和
五
〇
年
四
月
三
〇
日
、
民
集
二
九
巻
四
号
五
七
二
頁
（
薬
事
法
違
憲
判
決
）、
二
九
条
二
項
に
関
す
る
最
大
判
昭
和
六
二
年
四

月
二
二
日
、
民
集
四
一
巻
三
号
四
〇
八
頁
（
森
林
法
違
憲
判
決
）
も
よ
く
知
ら
れ
た
例
で
あ
る
。 

そ
の
ほ
か
、
比
較
考
量
や
総
合
的
判

断
を
行
な
っ
た
事
例
に
お
い
て
も
、
規
制
の
目
的
や
そ
の
手
段
は
、
規
制
の
効
果
と
と
も
に
重
要
な
考
慮
要
素
の
一
つ
と
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
要
す
る
に
、
法
律
の
目
的
や
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
法
律
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
の
は
困
難
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
79
）　

例
え
ば
、
最
大
判
平
成
二
〇
年
六
月
四
日
、
民
集
六
二
巻
六
号
一
三
六
七
頁
（
国
籍
法
違
憲
判
決
）、
最
大
決
平
成
二
五
年
九
月
四
日
、

民
集
六
七
巻
六
号
一
三
二
〇
頁
（
非
嫡
出
子
相
続
分
差
別
違
憲
決
定
）
が
そ
れ
に
当
た
る
。
前
者
に
つ
き
、
拙
稿
・
亜
細
亜
法
学
四
四
巻

一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
目
的
・
手
段
審
査
を
用
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
（
例
え
ば
、
糠
塚
康
江
・
法
学
教
室
四
〇
〇
号
八
四
頁
（
二
〇
一
四
年
）、
野
坂
泰
司
・
平
成
二
五
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス

ト
臨
増
一
四
六
六
号
）
一
五
頁
（
二
〇
一
四
年
）
等
）、
同
決
定
は
基
本
的
に
最
大
決
平
成
七
年
七
月
五
日
、
民
集
四
九
巻
七
号
一
七
八

九
頁
に
依
拠
し
つ
つ
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
拙
稿
・
亜
細
亜
法
学
四
九
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
80
）　

最
判
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
一
日
、
民
集
三
九
巻
七
号
一
五
一
二
頁
（
在
宅
投
票
制
廃
止
違
憲
訴
訟
）。

（
81
）　

最
判
昭
和
六
二
年
六
月
二
六
日
、
集
民
一
五
一
号
一
四
七
頁
、
判
時
一
二
六
二
号
一
〇
〇
頁
（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
違
憲

訴
訟
）。
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（
82
）　

最
大
判
平
成
一
七
年
九
月
一
四
日
、
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
（
在
外
国
民
選
挙
権
訴
訟
）。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
亜

細
亜
法
学
四
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
83
）　

こ
の
点
、
下
級
審
は
い
ず
れ
も
、
平
成
一
七
年
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
本
件
規
定
が
婚
姻
の
自
由
の
制
限
に
当
た
る
否
か
を
正
面
か

ら
論
じ
て
い
な
い
（
岡
山
地
判
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
八
日
、
判
時
二
一
八
一
号
一
二
四
頁
、
広
島
高
岡
山
支
判
平
成
二
五
年
四
月
二
六

日
、
民
集
六
九
巻
八
号
二
五
八
二
頁
）。
当
該
権
利
へ
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
実
質
的
な
検
討
を
行
な
う
こ
と
な
く
、
本
件

立
法
不
作
為
を
も
っ
て
憲
法
上
の
権
利
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
が
明
白
な
場
合
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
平
成
一
七
年
判
決
に
即

し
た
判
断
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
地
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
・
註
（
１
）
論
文
六
頁
も
、
平
成
一
七
年
判
決
が
「
法
令

の
違
憲
性
を
判
断
し
た
上
で
国
賠
法
の
違
法
を
審
査
し
て
」
い
た
点
を
指
摘
し
て
、
地
裁
が
「
同
様
の
論
証
を
何
故
採
用
し
な
か
っ
た
の

か
」
説
明
が
ほ
し
か
っ
た
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

（
84
）　

も
っ
と
も
、
多
数
意
見
は
必
ず
し
も
、
血
統
の
混
乱
防
止
と
い
う
目
的
を
全
く
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
再
婚
禁
止

期
間
の
長
さ
を
評
価
す
る
視
点
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
多
数
意
見
は
、
当
該
期
間
が
父
性
推
定
の
重
複
回
避
に
必
要
な
一
〇
〇
日
で

な
く
、
六
か
月
と
さ
れ
た
根
拠
と
し
て
、
①
再
婚
後
に
前
夫
の
子
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
少
な
く
し
て
、
家
庭
の
不
和
を
避
け
る
観
点
、

②
再
婚
後
の
子
の
父
子
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
を
減
ら
し
て
、
父
性
判
定
を
誤
り
血
統
の
混
乱
を
避
け
る
観
点
、
及
び
③
諸
外
国
の
法
律
で

一
〇
か
月
の
再
婚
禁
止
期
間
を
定
め
る
例
が
み
ら
れ
た
事
情
、
の
三
点
を
挙
げ
た
。
そ
こ
で
は
、
血
統
の
混
乱
防
止
が
、
再
婚
禁
止
期
間

制
度
の
目
的
そ
れ
自
体
で
な
く
、
当
該
期
間
に
六
か
月
の
幅
を
設
け
た
根
拠
の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
観
点

が
、
立
法
目
的
の
レ
ベ
ル
か
ら
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
の
レ
ベ
ル
へ
と
、
い
わ
ば
「
格
下
げ
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

　

だ
が
、
こ
れ
も
既
に
み
た
よ
う
に
、
明
治
二
三
年
法
が
禁
止
期
間
を
四
か
月
か
ら
六
か
月
に
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
懐
胎
期
間
が
長

期
に
及
ぶ
可
能
性
を
挙
げ
る
見
解
と
、
懐
胎
の
判
断
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
血
統
の
混
乱
防
止
は
、
再
婚
禁
止

期
間
を
設
け
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
そ
の
期
間
の
長
さ
を
論
ず
る
た
め
に
援
用
さ
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
註
（
18
）
参
照
。

（
85
）　

梅
謙
次
郎
・
註
（
24
）
書
九
二
頁
。

（
86
）　

明
治
三
一
年
法
の
制
定
直
後
か
ら
、
再
婚
禁
止
期
間
を
嫡
出
推
定
（
旧
八
二
〇
条
）
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
見
解
の
あ
っ
た
こ
と
は
、

先
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
註
（
27
）
参
照
。
の
み
な
ら
ず
、
明
治
二
三
年
法
の
時
期
に
も
既
に
、
同
様
の
議
論
が
み
ら
れ
る
。
森　

順
正
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講
述
『
民
法
人
事
編
講
義
』
一
〇
三
頁
（
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
、
復
刻
版
二
〇
〇
六
年
）
は
、「
其
独
居
ノ
期
間
ヲ
六
个
月
ト
ナ

シ
タ
ル
所
以
ハ
第
九
十
条
ニ
依
レ
ハ
婚
姻
儀
式
ノ
日
ヨ
リ
百
八
十
日
後
ニ
生
レ
タ
ル
子
ハ
婚
姻
中
ニ
懐
胎
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
定
セ
ラ
ル
然

ル
ニ
今
独
居
期
限
ヲ
設
ケ
ス
婚
姻
解
消
後
直
チ
ニ
再
婚
シ
其
再
婚
ヨ
リ
百
八
十
日
後
ニ
生
レ
タ
ル
子
ア
ル
場
合
ニ
ハ
果
シ
テ
前
夫
ノ
子
ナ

ル
乎
将
タ
新
夫
ノ
ナ
ル
ヤ
ヲ
認
ム
ル
能
ハ
ス
シ
テ
血
統
混
合
ノ
患
ヲ
生
ス
レ
ハ
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
た
。
だ
が
そ
こ
で
も
、
再
婚
制
限
の

「
目
的
」
が
嫡
出
推
定
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
87
）　

註
（
37
）
参
照
。
犬
伏
由
子
「
判
批
」『
新
・
判
例
解
説W

atch

』
一
九
号
一
〇
七
頁
（
二
〇
一
六
年
）
は
、「
本
条
の
立
法
趣
旨
が
七

七
二
条
に
よ
る
父
性
推
定
の
重
複
回
避
に
あ
る
こ
と
は
本
条
の
沿
革
当
初
か
ら
一
致
」
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
正
確
で

は
な
い
。

（
88
）　

本
件
規
定
制
定
時
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
註
（
36
）
参
照
。
学
説
に
お
い
て
も
、
本
件
規
定
に
は
ひ
そ
か
に
道
徳
的
な
意
図
や
父
権
意

識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
島
津
一
郎
『
家
族
法
入
門
』
九
六
頁
（
一
九
六
四
年
）、
加
藤
・
註

（
49
）
論
文
三
三
六
頁
な
ど
が
あ
る
。
立
石
直
子
「
婚
姻
の
自
由
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
│
民
法
七
三
一
条
・
七
三
三
条
・
七
五
〇
条
の
改
正
に

向
け
て
問
わ
れ
る
こ
と
│
」
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
七
号
一
九
、
二
〇
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
は
、
後
婚
の
夫
や
家
産
を
保
護
す
る
視
点
も
あ
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
。
大
村
敦
志
『
新
基
本
民
法
７
』
一
二
二
頁
（
二
〇
一
四
年
）
も
参
照
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
回
避
す
る
た
め
に
、「
血

統
の
混
乱
防
止
」
と
い
う
機
能
的
側
面
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 

　

な
お
、
村
上
一
洋
は
、
本
件
規
定
を
も
っ
て
、
民
法
旧
九
〇
〇
条
四
号
但
書
前
段
と
と
も
に
「
差
別
的
意
図
を
持
つ
立
法
」
の
一
つ
と

位
置
づ
け
て
い
る
。
井
上
「
差
別
的
意
図
を
持
つ
立
法
の
合
憲
性
に
つ
い
て
│
非
嫡
出
子
相
続
分
差
別
規
定
違
憲
決
定
お
よ
び
再
婚
禁
止

期
間
違
憲
判
決
を
素
材
に
し
て
│
」
広
島
法
学
三
九
巻
四
号
（
二
〇
一
六
年
）。
ア
メ
リ
カ
判
例
理
論
の
枠
組
み
に
捉
わ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
本
件
規
定
が
真
に
「
差
別
的
意
図
の
明
確
性
」（
四
〇
頁
）
を
示
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
手
段
の
如
何
を
問
わ
ず

直
ち
に
違
憲
と
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
素
朴
な
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。

（
89
）　

一
例
と
し
て
、
公
衆
浴
場
法
の
適
正
配
置
規
制
を
挙
げ
よ
う
。
都
道
府
県
知
事
は
、
公
衆
浴
場
の
設
置
の
場
所
が
配
置
の
適
正
を
欠
く

と
認
め
る
と
き
は
、
営
業
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
二
条
二
項
）。
配
置
の
基
準
は
条
例
で
定
め
ら
れ
る
が
（
同
三
項
）、

そ
の
際
し
ば
し
ば
距
離
制
限
が
設
け
ら
れ
て
き
た
。

 

　

最
高
裁
は
当
初
、
右
規
定
を
も
っ
て
、
公
衆
浴
場
の
偏
在
に
よ
る
利
用
の
不
便
や
濫
立
に
よ
る
経
営
の
不
合
理
化
、
衛
生
設
備
の
低
下
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等
を
「
国
民
保
健
及
び
環
境
衛
生
の
上
か
ら
・
・
・
防
止
す
る
」
た
め
の
規
制
だ
と
解
し
て
い
た
（
最
大
判
昭
和
三
〇
年
一
月
二
六
日
、

刑
集
九
巻
一
号
八
九
頁
）。
そ
の
後
し
ば
ら
く
、
こ
の
判
断
を
踏
襲
し
て
い
る
（
最
判
昭
和
三
二
年
六
月
二
五
日
、
刑
集
一
一
巻
六
号
一

七
三
二
頁
及
び
最
判
昭
和
三
五
年
二
月
一
一
日
、
刑
集
一
四
巻
二
号
一
一
九
頁
）。

 

　

と
こ
ろ
が
最
高
裁
は
、
後
に
一
部
見
解
を
改
め
た
。
同
規
定
は
、
主
と
し
て
「
国
民
保
健
及
び
環
境
衛
生
」
と
い
う
公
共
の
福
祉
の
見

地
か
ら
出
た
も
の
だ
が
、「
他
面
、
同
時
に
、
無
用
の
競
争
に
よ
り
経
営
が
不
合
理
化
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
濫
立
を
防
止
す
る
こ
と

が
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
、
被
許
可
者
を
濫
立
に
よ
る
経
営
の
不
合
理
化
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
意
図
を
も
有
す

る
」
と
述
べ
、
適
正
な
許
可
制
度
の
運
用
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
業
者
の
営
業
上
の
利
益
を
、
単
な
る
事
実
上
の
反
射
的
利
益
で
な
く
、

同
法
の
保
護
す
る
法
的
利
益
と
解
す
る
に
至
る
（
最
判
昭
和
三
七
年
一
月
一
九
日
、
民
集
一
六
巻
一
号
五
七
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

池
田
克
裁
判
官
の
意
見
が
、
右
適
正
配
置
規
制
は
「
公
衆
浴
場
が
国
民
多
数
の
日
常
生
活
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
厚
生
施
設
で
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
公
衆
衛
生
の
維
持
、
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
公
益
的
見
地
に
出
た
も
の
で
あ
つ
て
、
直
接
業
者
の
経
済
的
利
益
を
保
護

す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
な
い
」
と
批
判
し
た
。
ま
た
、
奥
野
健
一
裁
判
官
の
反
対
意
見
も
、
右
「
制
限
は
専
ら
公
衆
衛
生
上
の
見
地
か

ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
既
設
公
衆
浴
場
営
業
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

 

　

そ
の
後
、
最
高
裁
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
公
衆
浴
場
の
公
共
性
を
強
調
し
、
住
民
の
需
要
に
応
え
る
た
め
そ
の
維
持
、
確
保
を
図
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
公
衆
浴
場
の
経
営
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
今
日
、「
公
衆
浴
場
業
者
が
経
営
の
困
難
か
ら
廃
業
や
転
業

を
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
健
全
で
安
定
し
た
経
営
を
行
え
る
よ
う
に
種
々
の
立
法
上
の
手
段
を
と
り
、
国
民
の
保
健
福
祉
を
維
持
す
る
こ

と
は
、
ま
さ
に
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
右
の
適
正
配
置
規
制
及
び
距
離
制
限
も
、
そ
の
手
段
と
し
て
十
分
の
必
要
性

と
合
理
性
を
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
右
規
定
を
正
面
か
ら
積
極
的
、
社
会
経
済
政
策
的
な
規
制
目
的
に
出
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
（
最

判
平
成
元
年
一
月
二
〇
日
、
刑
集
四
三
巻
一
号
一
頁
）。
の
み
な
ら
ず
、
最
高
裁
は
そ
の
直
後
に
、
ま
た
一
つ
異
な
る
判
断
を
下
す
。「
法

二
条
二
項
に
よ
る
適
正
配
置
規
制
の
目
的
は
、
国
民
保
健
及
び
環
境
衛
生
の
確
保
に
あ
る
と
と
も
に
・
・
・
既
存
公
衆
浴
場
業
者
の
経
営

の
安
定
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
自
家
風
呂
を
持
た
な
い
国
民
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
厚
生
施
設
で
あ
る
公
衆
浴
場
自
体
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
こ
と
も
、
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
規
制
目
的
の
複
合
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
（
最
判
平
成
元
年
三
月
七
日
、
集
民
一

五
六
号
二
九
九
頁
、
判
時
一
三
〇
八
号
一
一
一
頁
）。

 

　

公
衆
浴
場
法
の
適
正
配
置
規
制
は
、
昭
和
二
五
年
法
律
一
八
七
号
に
よ
る
改
正
で
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
会
の
審
議
で
は
、
提
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案
理
由
の
説
明
に
際
し
、
公
衆
浴
場
の
偏
在
を
避
け
て
配
置
の
適
正
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
多
数
者
に
利
用
の
便
宜
を
与
え
る
と
と
も
に
、

濫
立
に
よ
る
経
営
の
行
き
詰
ま
り
か
ら
浴
場
の
衛
生
設
備
等
が
低
下
す
る
の
は
、
公
衆
衛
生
上
憂
慮
す
べ
き
こ
と
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
浴
場
の
接
近
に
よ
り
近
隣
住
民
が
煙
突
か
ら
の
煤
煙
を
受
け
て
迷
惑
が
か
か
る
の
で
、
距
離
を
広
め
て
制
限
す
る
こ
と
が
公
共
の

福
祉
の
た
め
に
な
る
と
指
摘
す
る
議
員
も
あ
っ
た
（
第
七
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
厚
生
委
員
会
第
三
四
号
）。

 

　

こ
の
よ
う
に
、
右
規
制
は
当
初
、
国
民
保
健
及
び
環
境
衛
生
上
の
目
的
に
出
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
以
来
、
こ
の
規
定
が
改
正

を
受
け
た
事
実
は
な
い
。
こ
こ
に
積
極
的
、
社
会
経
済
政
策
的
目
的
を
読
み
込
ん
だ
の
は
、
国
会
で
な
く
最
高
裁
自
身
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
90
）　

裁
判
所
法
一
〇
条
三
号
は
、
判
例
変
更
の
た
め
に
最
高
裁
大
法
廷
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
現
行
法
上
、
判
例
に
は

一
定
の
法
的
効
力
（
拘
束
力
）
が
あ
り
、
か
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
そ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
91
）　

木
村
草
太
は
、
立
法
目
的
を
、
そ
の
法
律
に
よ
り
何
を
実
現
す
べ
き
か
を
示
し
た
規
範
た
る
立
法
趣
旨
の
こ
と
だ
と
解
し
た
上
で
、
端

的
に
、「
立
法
目
的
は
、
解
釈
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
規
範
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
木
村
「
立
法
の
法
的
統
制

－

立
法
裁
量
・
立
法
目
的
・

立
法
事
実
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
変
動
す
る
社
会
と
憲
法
』
二
三
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
92
）　

巻
美
矢
紀
「
憲
法
と
家
族
│
家
族
法
に
関
す
る
二
つ
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
通
じ
て
│
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
号
八
八
頁
（
二
〇

一
六
年
）
は
、
こ
の
過
程
を
「
立
法
事
実
の
変
化
に
よ
る
立
法
目
的
の
比
重
の
変
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
変
化
は
、
立
法
者
で
な
く
、

裁
判
所
自
身
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
93
）　

前
田
達
明
は
、「
立
法
者
が
想
定
し
た
『
法
目
的
』・
・
・
と
は
違
っ
た
『
法
目
的
』、
す
な
わ
ち
解
釈
者
（
裁
判
所
）
の
考
え
る
と
こ

ろ
の
、
当
該
法
文
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
価
値
・
・
・
が
存
在
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
田
「
法
の
解
釈
（
上
）
│
価
値
判
断
」

書
斎
の
窓
六
四
七
号
四
四
頁
（
二
〇
一
六
年
）。

（
93
ａ
）　

大
竹
昭
裕
「
判
批
」
青
森
法
政
論
叢
一
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
は
、「
日
本
国
憲
法
制
定
以
前
か
ら
続
く
規
定
の
立
法
目
的
は
、
当

該
規
定
制
定
時
の
議
論
に
拘
泥
す
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
と
の
整
合
性
を
見
定
め
つ
つ
捉
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
」（
一
二
二
頁
）

と
し
な
が
ら
も
、
多
数
意
見
に
対
し
て
は
「
立
法
経
緯
や
父
性
推
定
重
複
回
避
の
意
味
な
ど
、
も
う
少
し
丁
寧
な
検
討
が
な
さ
れ
て
も
よ

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」（
一
二
三
頁
）
と
批
判
的
で
あ
る
。

（
93
ｂ
）　

建
石
真
公
子
「
判
批
」
判
時
二
二
八
四
号
五
五
頁
（
二
〇
一
六
年
）
も
、
本
判
決
を
「
親
の
婚
姻
の
自
由
と
、
子
の
親
を
確
定
す
る

利
益
の
関
係
に
お
い
て
、
制
度
的
に
親
を
確
定
す
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
」
も
の
と
評
し
て
い
る
。



₅₁巻２号　（₂₀₁₇. １）　（　　）312

判例研究

（
93
ｃ
）　

佐
々
木
雅
寿
「
民
法
七
三
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
八
〇
頁
（
二
〇
一
六
年
）
は
、
本
件

規
定
が
む
し
ろ
「
子
の
不
利
益
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

（
93
ｄ
）　

尾
島　

明
「
判
批
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
九
巻
四
号
六
八
頁
（
二
〇
一
六
年
）
に
も
、
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
93
ｅ
）　

辻
村
み
よ
子
『
憲
法
と
家
族
』
二
四
五
頁
（
二
〇
一
六
年
）
も
参
照
。

（
94
）　

離
婚
後
六
か
月
を
経
過
し
な
い
婚
姻
届
が
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
不
受
理
を
争
い
、
あ
る
い
は
受
理
の
義
務
づ
け
を
求
め
る

訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
一
般
に
訴
訟
は
相
当
の
時
日
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
提
訴
後
に
再
婚
禁
止
期
間
が

経
過
し
て
し
ま
う
と
、
訴
え
の
利
益
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。「
繰
り
返
す
が
審
査
を
免
れ
る
（capable of repetition, yet 

evading review
）」
事
例
の
典
型
と
言
え
よ
う
が
、
わ
が
国
の
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
事
件
に
対
す
る
審
理
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。
本

件
自
体
は
、
離
婚
後
六
か
月
を
経
過
し
て
次
の
婚
姻
が
成
立
し
た
後
の
訴
え
で
あ
り
、
国
賠
請
求
訴
訟
が
、
事
後
的
に
本
件
規
定
の
合
憲
性

を
争
う
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
手
段
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
95
）　

学
説
で
は
、
例
え
ば
尾
吹
善
人
『
憲
法
教
科
書
』（
一
九
九
三
年
）
が
、「
国
家
賠
償
制
度
の
ど
ん
な
先
進
国
で
も
、
い
ま
だ
か
つ
て
、

議
会
の
立
法
行
為
を
裁
判
所
が
不
法
行
為
扱
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
ま
と
も
な
議
論
を
み
た
こ
と
が
な
い
」（
一
六
〇
頁
）、「
国

会
の
立
法
・
不
立
法
に
対
す
る
国
家
賠
償
法
の
適
用
は
全
面
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二
五
一
頁
）
と
述
べ
て
い
た
。「
違
憲
の

立
法
不
作
為
に
基
づ
く
賠
償
請
求
権
を
め
ぐ
る
司
法
審
査
な
ど
あ
り
う
る
は
ず
が
な
」
く
、「
立
法
不
作
為
の
違
憲
審
査
と
い
う
問
題
は
、

作
り
出
さ
れ
た
虚
構
の
問
題
だ
」（
二
五
二
頁
）
と
断
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
尾
吹
の
強
い
批
判
に
も
拘
わ
ら
ず
、
学
説
・
判
例

と
も
、
次
第
に
立
法
行
為
を
対
象
と
す
る
国
賠
訴
訟
を
容
認
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
克
也
「
立
法
不
作
為
の

国
家
賠
償
法
上
の
意
義
と
効
果
│
最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
を
契
機
に
」
法
の
支
配
一
八
三
号
八
四
頁
以
下
（
二
〇
一
六
年
）

が
詳
し
い
。

（
96
）　

民
集
三
九
巻
七
号
一
五
一
五
頁
。

（
97
）　

平
成
七
年
判
決
以
前
に
昭
和
六
〇
年
判
決
を
踏
襲
し
た
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
六
二
年
六
月
二
六
日
、
集
民
一
五
一
号
一
四
七
頁
、
判

時
一
二
六
二
号
一
〇
〇
頁
（
戦
災
補
償
請
求
訴
訟
）、
最
判
平
成
二
年
二
月
六
日
、
訟
務
月
報
三
六
巻
一
二
号
二
二
四
二
頁
（
西
陣
ネ
ク

タ
イ
訴
訟
）、
最
判
平
成
五
年
九
月
一
〇
日
、
税
務
訴
訟
資
料
一
九
八
号
八
一
三
頁
（
消
費
税
法
違
憲
訴
訟
）
等
が
あ
る
。

（
98
）　

最
判
平
成
九
年
九
月
九
日
、
民
集
五
一
巻
八
号
三
八
五
〇
頁
（
国
会
議
員
院
内
発
言
国
賠
訴
訟
）
は
、
昭
和
六
〇
年
判
決
を
踏
襲
し
た
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上
で
、
こ
の
理
が
、
立
法
行
為
の
み
な
ら
ず
、
条
約
締
結
の
承
認
、
財
政
の
監
督
に
関
す
る
議
決
な
ど
、
多
数
決
原
理
に
よ
り
統
一
的
な

国
家
意
思
を
形
成
す
る
行
為
一
般
に
妥
当
す
る
と
述
べ
て
い
た
。

（
99
）　

熊
本
地
判
平
成
一
三
年
五
月
一
一
日
、
判
時
一
七
四
八
号
三
〇
頁
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
学
新
報
一
〇
八
巻
一
一
・
一
二

号
（
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
１００
）　

正
確
に
言
え
ば
、
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
判
決
に
先
立
っ
て
、
立
法
不
作
為
に
対
す
る
国
賠
責
任
を
認
め
た
裁
判
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

い
わ
ゆ
る
関
釜
元
慰
安
婦
訴
訟
地
裁
判
決
（
山
口
地
下
関
支
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
七
日
、
判
時
一
六
四
二
号
二
四
頁
）
は
、「
立
法
不

作
為
・
・
・
が
日
本
国
憲
法
秩
序
の
根
幹
的
価
値
に
関
わ
る
基
本
的
人
権
の
侵
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
場
合
に
も
、
例
外
的
に
国
家
賠
償

法
上
の
違
法
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
」
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
は
高
裁
で
取
り
消
さ
れ
（
広
島
高
判
平
成
一
三
年
三
月
二

九
日
、
判
時
一
七
五
九
号
四
二
頁
）、
最
高
裁
も
、
上
告
及
び
上
告
受
理
申
立
を
却
け
て
い
る
（
最
決
平
成
一
五
年
三
月
二
五
日
、
判
例

集
未
登
載
）。
他
方
、
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
判
決
後
の
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
一
月
二
八
日
、
判
タ
一
一
一
四
号
九
三

頁
（A

LS

患
者
選
挙
権
訴
訟
）、
大
阪
地
判
平
成
一
五
年
二
月
一
〇
日
、
判
時
一
八
二
一
号
四
九
頁
（
不
安
神
経
症
患
者
選
挙
権
訴
訟
）

等
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
、
改
め
て
「
憲
法
の
一
時
的
文
言
違
反
」
が
強
調
さ
れ
た
。

（
１０１
）　

同
判
決
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
医
学
の
進
歩
や
社
会
認
識
の
変
化
に
よ
り
隔
離
の
必
要
の
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
国
会
議
員
が
調
査
す
れ

ば
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
関
連
団
体
の
法
改
正
運
動
が
行
わ
れ
、
国
会
議
員
や
厚
生
省
に
対
す
る
陳
情
等
の

働
き
掛
け
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
、
当
該
立
法
不
作
為
に
つ
き
国
会
議
員
に
過
失
を
認
め
て
国
賠
請
求
を
認
容

し
て
い
る
。

（
１０２
）　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
す
、
国
は
「
政
府
声
明
」
を
出
し
て
、
判
決
に
含
ま
れ
る
法
律
上
の
問
題
点
に
異
議
を
表
明
し
た
た
め
、
学
説
の

批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
拙
稿
・
註
（
99
）
論
文
一
九
三
頁
註
（
３
）
参
照
。

（
１０３
）　

最
大
判
平
成
一
七
年
九
月
一
四
日
、
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
拙
稿
・
亜
細
亜
法
学
四
一

巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
１０４
）　

民
集
五
九
巻
七
号
二
一
〇
一
頁
。

（
１０５
）　

民
集
六
九
巻
八
号
二
四
〇
頁
。

（
１０６
）　

民
集
六
九
巻
八
号
二
四
一
頁
。
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判例研究

（
１０７
）　

大
林
啓
吾
「
憲
法
判
例
変
更
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
法
律
時
報
八
八
巻
四
号
九
八
頁
（
二
〇
一
六
年
）
は
、「
黙
示
の
判
例
変
更
に
な
っ
て
い

る
場
合
に
は
論
理
的
一
貫
性
を
掘
り
崩
す
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
潔
よ
く
判
例
変
更
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
先
例
と
の
整
合
性
に
関
す
る
説

明
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
上
で
、
千
葉
補
足
意
見
に
つ
き
、「
再
婚
禁
止
期
間
違
憲
訴
訟
・
・
・
に
お
け
る
千
葉
勝
美
裁
判
官
の

補
足
意
見
は
国
賠
法
上
の
立
法
不
作
為
の
違
法
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
先
例
と
の
整
合
性
を
詳
細
に
説
明
し
て
お
り
、
判
例
変
更
で
な
い

場
合
は
こ
う
し
た
理
由
説
明
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
（
脚
註
（
７
））。
実
務
に
お
い
て
は
、
千
葉

補
足
意
見
の
影
響
力
が
い
っ
そ
う
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
井
上
莉
恵
「
判
批
」
訟
務
月
報
六
二
巻
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
１０７
ａ
）　

千
葉
補
足
に
対
し
て
よ
り
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
も
の
に
、
戸
部
真
澄
「
判
批
」『
新
・
判
例
解
説W

atch

』
一
九
号
（
二
〇
一
六
年
）

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
本
判
決
に
よ
り
、
例
示
さ
れ
た
違
法
の
範
囲
は
従
来
よ
り
も
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
」（
三
六
頁
）
と
の
評
価
が

下
さ
れ
て
お
り
、
要
件
の
厳
格
化
と
は
み
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
１０８
）　

鬼
丸
裁
判
官
の
意
見
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
い
説
示
を
し
て
い
な
い
が
、
本
件
規
定
を
全
部
違
憲
と
し
な
が
ら
国
賠
請
求
を
棄
却

し
た
原
判
決
を
是
認
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
数
意
見
と
同
様
の
判
断
を
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
１０９
）　

作
花
・
註
（
８
）
論
文
四
〇
頁
。

（
１１０
）　

平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
付
民
事
第
一
課
補
佐
官
事
務
連
絡
。
法
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、
判
決
へ
の
対
応
の
要
旨
が
公
表
さ
れ

て
い
る
（http://w

w
w

.m
oj.go.jp/content/001175342.pdf

）。
判
決
後
法
改
正
ま
で
、
ま
た
法
改
正
後
の
行
政
の
対
応
に
つ
い
て
は
、

山
﨑
耕
史
「
再
婚
禁
止
期
間
一
部
違
憲
判
決
を
受
け
て
②
│
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
の
再
婚
禁
止
期
間
に
関
す
る
戸
籍
事
務
の
取
扱
い
に

つ
い
て
│
」
法
の
支
配
一
八
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
が
詳
し
い
。

（
１１１
）　

違
憲
判
決
が
あ
っ
て
も
法
律
自
体
が
失
効
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
法
運
用
は
一
見
違
法
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

行
政
も
ま
た
憲
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
終
局
的
憲
法
解
釈
権
を
有
す
る
最
高
裁
の
判
断
を
前
提
に
、
憲
法
を
尊
重
し
て
法

律
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
１１２
）　

改
正
法
の
経
緯
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
合
田
章
子
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
九
巻
九
号
（
二
〇
一

六
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
堂
薗
幹
一
郎
「
再
婚
禁
止
期
間
一
部
違
憲
判
決
を
受
け
て
①
│
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
│
」

法
の
支
配
一
八
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
も
参
照
。

（
１１３
）　

加
え
て
、
禁
止
期
間
の
起
算
点
が
前
婚
の
解
消
又
は
取
消
し
の
日
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。



　（　　）　51巻２号　（2017. １）315

再婚禁止期間違憲訴訟（二・完）

（
１１４
）　

こ
れ
に
伴
い
、
民
法
七
四
六
条
が
、「
第
七
三
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
婚
姻
は
、
前
婚
の
解
消
若
し
く
は
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し

て
百
日
を
経
過
し
、
又
は
女
が
再
婚
後
に
出
産
し
た
と
き
は
、
そ
の
取
消
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
改
め
ら
れ
た
。
そ
の

趣
旨
に
つ
い
て
は
、
合
田
・
註
（
１１２
）
論
文
六
二
頁
参
照
。

（
１１５
）　

学
説
に
お
い
て
も
、
既
に
、
再
婚
禁
止
期
間
に
つ
い
て
の
例
外
の
明
文
化
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
窪
田
充
見
「
判
批
」

判
時
二
二
八
四
号
五
九
頁
（
二
〇
一
六
年
）。

（
１１６
）　

こ
れ
に
伴
い
、
民
法
七
三
三
条
二
項
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
を
行
な
う
実
務
が
必
要
に
な
り
、
法
務
省
は
、
一
定
の
対
応
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
様
式
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
﨑
・
註
（
１１０
）
論
文
参
照
。

（
１１７
）　

民
法
学
か
ら
は
、
様
々
な
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
宮
周
平
「
最
大
判
平
二
七
・
一
二
・
一
六
と
憲
法
的
価
値
の
実
現
⑴

〜
女
性
の
み
の
再
婚
禁
止
期
間
」
戸
籍
時
報
七
三
六
号
八
頁
（
二
〇
一
六
年
）、
床
谷
文
雄
「
判
批
」『
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
53
』
五
七

頁
（
二
〇
一
六
年
）、
久
保
野
恵
美
子
「
婚
姻
を
す
る
に
つ
い
て
の
自
由
と
嫡
出
推
定
│
再
婚
禁
止
期
間
に
関
す
る
最
大
判
平
成
二
七
年

一
二
月
一
六
日
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
号
七
七
頁
（
二
〇
一
六
年
）、
渡
邉
泰
彦
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
五
二
巻
三
号
七
二
頁
（
二

〇
一
六
年
）
等
参
照
。

（
１１８
）　

第
一
九
〇
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
一
九
号
一
九
頁
（
平
成
二
八
年
五
月
二
〇
日
）。

（
１１９
）　

合
田
・
註
（
１１２
）
論
文
六
三
頁
。

（
１２０
）　

本
山
口
敦
「
判
批
」
法
の
支
配
一
八
三
号
一
三
八
頁
（
二
〇
一
六
年
）
は
、
三
年
後
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
そ
の
「
方
向
性
は
、
再
婚

禁
止
期
間
に
つ
い
て
は
、
廃
止
（
全
廃
）
か
、
さ
ら
な
る
短
縮
・
・
・
の
ど
ち
ら
し
か
な
い
」
と
し
な
が
ら
、「
諸
外
国
の
立
法
例
（
＝

廃
止
例
）
や
学
説
の
状
況
を
見
れ
ば
、
方
向
性
と
し
て
、
同
期
間
の
廃
止
（
全
廃
）
が
有
力
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
見
直
し
の
主
体
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
国
会
で
あ
る
。


