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研
究
ノ
ー
ト

弁
論
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さ
れ
る
判
例
と
し
て
の
研
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ｌ
妻
妖
法
の
判
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篝
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題
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に
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『
本
稿
の
執
筆
契
機
と
課
題

本
稿
執
筆
を
思
い
た
っ
た
の
は
、
筆
者
が
一
九
八
八
年
に
琉
球
大
学
の
開
設
二
年
目
の
法
学
研
究
科
に
お
い
て
家
族
法
講
義
を
始

め
、
有
斐
閣
「
家
族
法
判
例
百
選
第
四
版
（
以
下
「
教
科
書
」
と
略
す
る
）
等
」
を
教
材
に
使
い
、
通
年
で
毎
週
一
回
、
報
告
担
当

の
院
生
に
課
題
類
似
の
数
件
づ
っ
を
順
次
レ
ポ
ー
ト
さ
せ
、
院
生
同
志
の
討
論
の
後
に
、
筆
者
が
各
判
例
と
そ
の
解
説
を
め
ぐ
る
コ

メ
ン
ト
を
積
み
重
ね
る
過
程
で
、
家
族
法
の
初
心
者
で
あ
る
私
に
し
て
は
予
想
外
に
、
判
例
の
法
理
を
否
定
ま
た
は
批
判
す
る
こ
と

が
た
び
た
び
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

事
案
に
適
切
に
対
応
し
て
い
な
い
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
判
決
に
つ
い
て
、
筆
者
は
一
瞬
担
当
裁
判
官
の
着
眼
点
が
ズ
レ
て
い

る
せ
い
だ
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
冷
静
に
考
え
て
み
る
と
、
当
事
者
弁
論
主
義
が
比
較
的
貫
徹
さ
れ
る
は
ず
の
民
事
裁
判
に
お
い
て
、

裁
判
官
が
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
を
判
決
理
由
と
し
て
採
用
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
し
、
判
決
は
弁
論
の
中
か
ら
ベ
タ
ー
だ
と

考
え
ら
れ
た
法
理
を
選
択
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
か
ら
、
事
案
に
対
し
筋
違
い
の
論
理
の
判
決
が
生
ま
れ
た
責
任
は
、
法

理
と
し
て
主
張
し
た
弁
護
士
に
あ
る
と
思
い
直
し
た
。

筆
者
は
、
判
例
研
究
や
そ
の
方
法
論
の
論
議
に
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
方
法
論
の
勉
強
を
し
た
経
験
も
少
な

い
か
ら
、
先
学
が
判
例
法
理
生
成
に
お
け
る
当
事
者
主
義
構
造
上
の
制
約
の
存
在
を
指
摘
済
み
か
ど
う
か
も
知
ら
な
い
し
、
判
例
の

具
体
的
な
研
究
に
お
い
て
そ
れ
に
つ
い
て
論
及
し
た
論
文
を
読
ん
だ
記
憶
も
な
い
。

考
え
て
み
れ
ば
至
極
当
然
の
立
論
な
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
課
題
に
箪
者
が
二
五
年
の
研
究
生
活
で
見
聞
し
て
な

い
こ
と
か
ら
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
本
稿
が
初
め
て
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
た
と
え
そ
う
で
な
く
て
も
、
本

稿
が
そ
の
立
論
を
前
提
に
方
法
論
を
展
開
す
る
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
、
序
論
的
問
題
提
起
に
と
ど
ま
っ
て
も
い
い
と

考
え
て
、
執
筆
す
る
こ
と
に
し
た
。
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本
稿
が
展
開
し
た
い
研
究
課
題
の
帰
属
す
る
専
門
領
域
は
、
家
族
法
を
中
心
と
し
た
民
法
学
に
限
ら
ず
、
民
事
訴
訟
法
学
の
分
野

に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
筆
者
も
訴
訟
法
学
と
く
に
新
訴
訟
物
理
論
の
知
識
が
少
な
い
し
、
司
法
修
習
の
経
験
も
な
い
か

ら
、
民
事
裁
判
の
実
務
研
修
に
お
い
て
、
基
本
的
壺
毒
廷
事
実
適
正
化
の
た
め
の
釈
明
権
行
使
範
囲
の
指
導
の
実
情
を
知
ら
な
い
。
そ

こ
で
当
事
者
主
義
を
徹
底
す
れ
ば
、
判
決
結
果
を
左
右
す
る
当
事
者
の
主
張
を
誘
導
さ
せ
な
い
よ
う
に
釈
明
の
限
界
を
指
導
す
る
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上
訴
審
で
「
審
理
不
尽
」
と
し
て
差
し
戻
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
新
訴
訟
物
理
論
に
基
づ
い
て
、
訴
訟
物
と
し

て
の
事
件
に
裁
判
官
が
自
由
な
理
論
構
成
す
る
に
必
要
な
事
実
関
係
の
釈
明
を
指
導
す
る
と
、
実
際
の
法
廷
で
は
、
弁
護
士
が
釈
明

さ
れ
た
事
項
か
ら
裁
判
官
の
法
理
論
構
成
を
察
知
で
き
る
担
笈
ロ
も
増
え
、
当
事
者
主
義
の
後
退
に
な
っ
て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
も
し
抽
象
的
な
判
例
研
究
方
法
論
に
終
始
す
る
な
ら
、
「
具
体
的
論
証
な
し
に
無
責
任
な
論
述
を
し
て
い
る
」
と
批
判

さ
れ
か
ね
な
い
し
、
筆
者
も
抽
象
論
が
不
得
手
で
あ
る
か
ら
、
前
記
教
科
書
の
中
か
ら
適
当
な
判
例
を
題
材
に
論
述
し
た
い
。
と
は

言
っ
て
も
、
本
稿
は
具
体
的
な
判
例
研
究
で
な
い
か
ら
、
垂
暫
已
を
展
開
す
る
上
で
必
要
か
つ
充
分
な
範
囲
で
判
例
を
扱
う
こ
と
に
す

る
。
し
た
が
っ
て
個
々
の
引
用
判
例
を
詳
し
く
検
討
し
た
い
読
者
は
、
各
自
で
補
充
し
て
欲
し
い
。

と
こ
ろ
で
本
稿
が
な
ぜ
家
族
法
判
例
を
主
な
素
材
と
し
、
箪
者
の
専
門
の
財
産
法
を
中
心
に
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
前
述
の

と
お
り
本
稿
執
筆
の
経
緯
に
も
よ
る
が
、
家
亜
族
法
の
方
が
研
究
者
の
人
生
観
や
比
較
法
研
究
成
果
等
を
強
く
反
映
し
、
立
法
論
の
み

な
ら
ず
、
解
釈
論
ま
で
百
花
練
乱
と
思
え
る
ほ
ど
大
胆
な
主
張
が
あ
っ
て
、
変
動
期
の
民
衆
意
識
の
流
れ
に
漂
う
発
展
途
上
の
学
間

の
よ
う
に
思
わ
れ
、
初
心
者
で
あ
る
筆
者
ま
で
が
発
言
し
た
く
な
る
課
題
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
が
引
用
す
る
判
例
の

中
に
、
筋
違
い
な
弁
論
に
陥
ら
さ
れ
や
す
い
事
案
も
多
く
あ
り
、
法
解
釈
者
の
論
理
構
成
力
を
発
揮
し
甲
斐
の
あ
る
領
域
だ
と
思
わ

れ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
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二
、
基
本
的
事
実
適
正
化
目
的
の
釈
明
等
の
可
否

筆
者
は
、
一
九
六
五
年
春
に
修
士
課
程
を
終
了
し
、
ア
ル
バ
イ
ト
的
に
勤
め
て
い
た
弁
謹
士
事
務
所
で
、
控
訴
準
備
中
の
一
審
判

決
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
事
件
は
電
力
会
社
（
い
や
当
時
の
沖
縄
に
米
国
管
理
下
の
電
力
公
社
が
あ
り
、
正

確
に
言
え
ば
そ
こ
か
ら
電
気
を
卸
て
も
ら
っ
て
各
家
庭
へ
供
給
す
る
「
配
電
会
社
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
被
告
）
の
高
圧
線
の
下
で
建

築
工
事
中
の
大
工
が
感
電
死
し
た
事
故
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決
が
電
力
会
社
に
損
害
賠
償
を
命
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
判
決
文
に

電
力
会
社
の
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
の
過
失
が
認
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
注
意
襲
務
違
反
で
あ
る
の
か
示
さ
れ
て

電
力
会
社
の
高
圧
送
電
線
は
、
ど
こ
で
も
む
き
出
し
の
裸
線
が
張
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
過
失
だ
と
い
う
つ

も
り
な
の
か
。
そ
う
と
は
一
言
え
な
い
な
ら
、
建
築
工
事
を
す
る
側
か
ら
通
知
し
な
い
と
電
力
へ
篝
社
は
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
り
す

る
し
、
む
し
ろ
工
事
を
す
る
建
築
屋
の
方
で
安
全
柵
を
作
る
義
務
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
な
さ
れ
る
べ
き
事
、
実

認
定
が
欠
落
し
た
ま
ま
の
判
決
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

一
審
敗
訴
後
に
電
力
会
社
か
ら
相
談
を
受
け
筆
者
に
意
見
を
求
め
た
弁
護
士
は
、
き
っ
と
控
訴
審
で
勝
訴
し
た
と
思
う
。
し
か
し
、

篭
者
が
そ
の
弁
謹
士
事
務
所
を
二
カ
月
で
辞
め
、
裁
判
所
書
記
官
に
採
用
さ
れ
た
の
で
、
そ
Ｑ
精
末
が
ど
う
な
っ
た
か
知
ら
な
い
。

そ
の
裁
判
の
一
審
に
お
け
る
弁
証
醜
が
不
充
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
判
決
結
果
を
左
右
す
る
よ
う
な
「
過
失
の
主
張
」
に
つ

い
て
の
釈
明
を
控
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
過
失
の
存
在
を
推
定
す
る
挙
証
責
任
転
換
の
規
定
が
な
い
以
上
、
電
力
会
社

の
賠
償
責
任
は
否
定
す
る
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

当
事
者
主
義
を
徹
底
す
る
と
、
権
莉
救
済
を
求
め
る
主
張
と
立
証
の
責
任
を
負
う
べ
き
要
件
事
実
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
不
適
切

な
主
張
を
し
て
い
て
も
、
裁
判
官
が
原
告
を
勝
訴
に
導
く
よ
う
な
》
鞭
忌
是
正
目
的
の
釈
明
を
す
べ
き
で
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

い
な
か
っ
た
。
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訴
訟
指
揮
と
し
て
の
基
本
的
事
実
に
関
す
る
釈
明
は
、
争
点
明
確
化
の
た
め
の
当
事
者
双
方
の
相
手
方
主
張
に
対
す
る
認
否
、
事
実

認
定
の
た
め
の
挙
証
責
任
を
果
す
べ
き
こ
と
の
催
促
、
裁
判
官
の
法
理
論
構
成
と
心
証
形
成
を
前
提
と
し
た
立
証
の
催
促
に
限
り
れ
、

裁
判
官
が
い
く
ら
弁
論
内
容
を
も
ど
か
し
く
思
っ
て
も
、
当
事
者
弁
論
主
義
を
基
調
と
す
る
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
判
決
の
結
果
を

左
右
す
る
よ
う
な
や
り
方
は
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
刑
事
訴
訟
が
実
在
し
た
犯
罪
を
検
察
官
の
不
手
際
か
ら
無
罪
に
さ

せ
な
い
た
め
の
訴
因
変
更
命
令
も
あ
る
の
と
は
異
な
る
。

そ
れ
な
ら
不
適
切
な
弁
論
だ
と
す
る
裁
判
官
の
認
識
を
傍
論
に
表
現
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
官
は
判
決
の
結
論
と
関
係
な

い
傍
論
を
展
開
す
る
義
務
は
な
い
。
そ
れ
で
は
権
利
と
し
て
傍
論
を
書
く
こ
と
に
制
約
が
な
い
か
。
争
う
余
地
が
な
い
と
こ
ろ
の
最

終
審
判
決
な
ら
、
傍
論
が
無
制
約
で
い
い
と
思
う
が
、
上
訴
審
で
の
攻
撃
防
御
方
法
を
当
事
者
に
教
え
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
傍
論

は
、
当
事
者
主
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

民
事
裁
判
の
実
務
研
修
に
お
い
て
、
要
件
事
実
を
中
心
と
す
る
事
実
認
定
を
前
提
と
し
た
簡
明
な
判
決
書
き
を
指
趣
す
る
こ
と
は
、

非
法
律
家
に
も
理
解
し
や
す
い
裁
判
を
追
求
す
る
努
力
で
も
あ
ろ
う
が
、
民
事
訴
訟
の
当
事
者
主
義
的
構
造
を
守
ら
せ
る
側
面
も
あ

最
終
審
判
決
の
傍
論
で
将
来
の
他
の
類
似
事
件
で
の
攻
撃
防
御
方
法
を
教
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
い
い
か
、
と
く
に
労
働
事
件

や
借
地
借
家
関
係
の
よ
う
に
、
当
事
者
双
方
の
立
場
に
互
換
性
の
な
い
階
級
対
立
構
造
の
場
合
な
ら
、
「
特
定
階
級
を
有
利
に
す
る

傍
論
だ
」
と
非
難
さ
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
に
扱
う
婚
姻
予
約
不
履
行
論
を
展
開
し
た
傍
論
も
、
内
縁
の
妻
側
を
有
利

に
す
る
と
い
う
一
般
的
事
態
に
対
す
る
批
判
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
し
、
ど
う
せ
最
終
審
の
重
要
判
決
例
と
し
て
多
数
の
研
究
や
評

釈
の
対
象
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
弁
論
の
枠
を
越
え
て
事
案
に
最
適
の
法
理
を
傍
論
で
展
開
し
て
、
裁
判
官
自
身
が
判
例
研
究
論

議
の
先
陣
を
切
る
こ
と
に
よ
り
、
判
例
法
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。

る
と
思
う
。
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三
、
傍
鎗
に
よ
る
婚
姻
予
約
不
履
行
論
の
価
値

大
正
四
年
四
月
一
六
日
大
審
院
連
合
部
判
決
、
す
な
わ
ち
内
縁
不
当
破
棄
の
不
法
行
為
資
任
を
否
定
し
た
上
で
、
傍
論
に
よ
り

「
婚
姻
予
約
不
履
行
と
い
う
理
論
構
成
を
す
れ
ば
、
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
う
る
」
旨
を
示
唆
し
た
判
例
の
こ
と
だ
が
、
当
時
と
し

て
ど
の
よ
う
な
存
在
意
義
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

内
容
に
関
す
る
当
時
の
理
論
水
準
は
、
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
と
し
て
可
能
な
限
り
法
的
保
護
を
与
え
よ
う
と
い
う
「
準
婚
理
論
」

に
は
ほ
ど
遠
く
、
む
し
ろ
法
律
婚
制
度
に
違
反
す
る
ア
ウ
ト
・
ロ
ー
な
存
在
と
さ
れ
、
自
ら
そ
の
よ
う
な
関
係
に
入
っ
た
者
と
し
て

は
、
相
手
方
に
不
適
法
な
内
縁
関
係
の
継
続
を
要
求
す
る
権
利
も
な
く
、
相
手
方
か
ら
相
当
な
理
由
な
く
破
棄
さ
れ
て
も
、
「
権
利

侵
害
」
と
し
て
不
法
行
為
責
任
も
追
及
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
同
判
決
に
お
い
て
も
原
告
敗
訴
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
内
縁
の
実
態
・
不
当
破
棄
に
伴
う
女
性
側
の
実
損
害
」
な
ど
を
直
視
す
る
と
、
何
等
か
の
救
済
理
論
を
展
開

せ
ず
に
放
置
す
る
こ
と
が
裁
判
官
の
良
心
と
し
て
忍
び
難
く
、
あ
の
よ
う
な
傍
論
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
婚
姻
予
約
不
履
行
論
は
、
傍
論
で
し
か
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
当
事
者
の
弁
論
に
お
け
る
主
張
も
な
く
、

婚
姻
届
提
出
の
「
予
約
」
が
現
実
に
存
在
し
た
か
を
審
理
せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
予
約
に
基
づ
く
本
契
約
と
し
て
の
婚
姻
届
提
出
の
申

込
を
し
て
拒
絶
さ
れ
た
事
案
で
も
な
い
。
不
当
破
棄
さ
れ
た
「
内
縁
」
が
実
態
と
し
て
よ
り
大
き
な
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
婚

姻
予
約
」
と
い
う
小
さ
な
事
実
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
情
緒
的
に
兼
ね
さ
せ
る
よ
う
な
事
実
認
定
を
し
た
だ
け
だ
と
思
わ
れ
る
。

か
り
に
婚
約
の
存
在
が
認
定
で
き
た
と
し
て
も
、
婚
姻
届
提
出
と
い
う
本
契
約
に
あ
た
る
事
柄
は
、
判
決
に
よ
る
代
替
執
行
（
民
法

四
一
四
条
二
項
但
書
）
で
は
成
立
さ
せ
え
な
い
し
、
婚
姻
届
を
提
出
す
る
気
に
な
っ
て
な
い
相
手
方
の
非
協
力
に
責
任
追
及
で
き
る

も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
婚
姻
予
約
不
履
行
論
は
、
理
論
的
に
は
欠
陥
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。

現
実
の
内
縁
関
係
が
婚
約
を
内
包
す
る
か
検
討
し
て
み
る
と
、
内
縁
カ
ッ
プ
ル
へ
の
道
義
的
評
価
と
し
て
、
支
障
が
な
け
れ
ば
婚
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姻
届
提
出
に
協
力
し
合
う
べ
き
関
係
で
あ
る
と
抽
象
的
に
言
え
て
も
、
「
支
障
が
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
早
く
そ
の
気
に
な
っ
て
婚
姻

届
に
協
力
し
て
く
れ
」
と
、
具
体
的
に
要
求
で
き
る
性
質
の
婚
姻
予
約
は
認
定
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
「
そ
の
う
ち
条

件
が
と
と
の
っ
て
、
当
事
者
双
方
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
婚
姻
届
を
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
程
度
に
、
せ
い
ぜ
い

「
そ
の
気
に
な
る
」
と
い
う
随
意
条
件
的
付
款
を
伴
う
予
約
と
し
て
、
民
法
一
三
四
条
に
よ
っ
て
法
的
に
は
無
効
と
な
る
よ
う
な

「
半
道
義
的
婚
姻
予
約
」
を
内
包
す
る
関
係
だ
と
思
う
。

そ
れ
で
は
内
縁
の
不
当
破
棄
が
不
法
行
為
を
成
立
さ
せ
る
か
、
現
代
的
基
準
を
適
用
し
て
検
討
し
て
み
る
。
た
し
か
に
「
内
縁
」

は
、
相
当
の
理
由
も
な
く
愛
情
が
冷
え
切
っ
て
別
れ
た
く
な
っ
た
相
手
方
に
、
関
係
の
継
続
を
強
制
で
き
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
離

別
に
伴
う
損
害
の
賠
償
請
求
も
で
き
な
い
（
独
身
者
が
結
婚
の
約
束
で
内
縁
に
誘
っ
た
ら
別
）
点
で
権
利
性
を
肯
定
で
き
な
い
よ
う

に
思
う
。
と
こ
ろ
が
内
縁
の
相
手
が
他
の
異
性
と
親
密
に
な
っ
て
、
内
縁
の
貞
操
義
務
違
反
を
し
た
不
誠
実
な
破
棄
に
対
し
て
は
、

内
縁
関
係
と
い
う
「
利
益
」
を
違
法
な
や
り
方
で
侵
害
し
た
場
合
と
し
て
、
慰
謝
料
の
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

「
婚
姻
予
約
不
履
行
論
」
と
い
う
「
仮
託
法
理
」
は
、
判
決
の
結
論
に
関
係
の
な
い
傍
論
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
述
の
様
々
な
理
論

的
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
比
較
的
気
軽
に
宣
言
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
理
論
的
に
み
れ
ば
八
方
破
れ
の
こ
の
仮

託
法
理
が
致
命
的
批
判
を
受
け
な
か
っ
た
理
由
は
、
「
内
縁
」
と
い
う
本
来
の
究
極
的
な
基
本
的
事
実
に
お
い
て
、
前
述
の
と
お
り

今
日
的
基
準
に
よ
れ
ば
不
法
行
為
が
成
立
し
う
る
生
活
利
益
と
し
て
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
価
値
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ

「
準
婚
理
論
」
に
よ
っ
て
内
縁
が
保
護
さ
れ
る
前
段
階
で
、
そ
の
空
白
の
一
部
を
埋
め
始
め
た
一
里
塚
的
仮
託
理
論
と
し
て
、
高
い

評
価
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
が
こ
れ
ま
で
仮
託
法
理
と
呼
ん
で
き
た
婚
姻
予
約
は
、
判
決
論
理
構
成
上
の
位
置
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
仮
託
的
基
本
事

実
」
と
し
て
認
定
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
真
の
基
本
的
事
実
」
で
あ
る
「
内
縁
」
に
代
替
さ
せ
よ
う
と
し
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教
科
書
の
四
九
（
以
下
「
教
科
書
」
も
省
略
し
て
番
号
の
み
で
表
示
す
る
）
の
判
例
は
、
共
同
親
権
者
の
一
方
が
親
権
の
単
独
行

使
に
よ
っ
て
未
成
年
子
の
株
式
を
担
保
に
供
し
た
か
ら
無
効
に
し
た
が
、
も
し
共
同
親
権
行
使
に
よ
っ
て
同
様
に
未
成
年
子
の
利
益

が
害
さ
れ
た
な
ら
、
未
成
年
者
の
保
護
が
は
か
れ
な
い
と
い
う
点
。

五
四
の
判
例
に
お
い
て
、
母
が
未
成
年
子
を
も
代
理
し
て
自
身
と
共
に
連
帯
保
証
等
を
し
た
こ
と
は
、
利
益
相
反
行
為
と
し
て
選

任
さ
れ
る
べ
き
特
別
代
理
人
と
共
同
代
理
し
て
な
い
か
ら
無
効
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
も
、
特
別
代
理
人
が
母
親
の
意
向
に
逆
ら
え

四
、
仮
託
的
法
理
に
よ
る
弁
論
と
判
決
の
評
釈

か
り
に
前
述
の
「
婚
姻
予
約
不
履
行
論
」
が
正
し
い
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
弁
論
に
お
い
て
主
張
さ
れ
、
適
切
な
反
論
や
反
証
が

な
か
っ
た
な
ら
、
裁
判
官
は
原
告
勝
訴
の
判
決
を
言
渡
す
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
真
の
判
決
理
由
と
な
る
べ
き
法
理
の

方
が
未
成
熟
の
段
階
で
、
仮
託
法
理
を
使
っ
て
具
体
的
妥
当
性
あ
る
判
決
の
結
論
に
到
達
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
仮

託
法
理
判
決
に
つ
い
て
、
判
例
評
釈
者
が
陰
に
隠
れ
た
本
命
的
「
真
の
判
決
理
由
の
法
理
」
を
正
確
に
把
握
し
、
そ
の
本
命
的
法
理

の
将
来
の
成
熟
に
寄
与
で
き
た
ら
い
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
婚
姻
予
約
論
も
理
論
上
の
欠
陥
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の

勝
訴
を
目
的
と
す
る
仮
託
的
弁
論
と
、
そ
の
弁
論
の
枠
内
で
具
体
的
妥
当
性
が
あ
り
そ
う
な
仮
託
法
理
を
採
用
し
た
判
決
に
、
共
通

の
課
題
を
包
含
す
る
事
案
に
通
用
し
な
い
非
普
遍
的
論
理
も
あ
り
う
る
か
ら
、
事
案
に
最
適
な
理
論
構
成
を
判
例
評
釈
者
が
暹
不
し
、

将
来
の
弁
論
力
鼠
の
向
上
を
促
進
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ
り
よ
い
判
例
法
へ
の
発
展
に
貢
献
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
次
に
引
用
す
る
三
つ
の
判
例
は
、
結
論
だ
け
な
ら
賛
成
で
き
る
が
、
弁
論
や
判
決
で
採
用
さ
れ
た
根
拠
に
納
得
で
き
な
い

の
で
、
指
摘
し
て
お
く
。

た
も
の
で
あ
っ
た
。
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ず
に
共
同
代
理
を
し
た
と
き
、
子
の
利
益
が
守
ら
れ
な
く
て
も
仕
方
の
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
点
。

五
五
の
判
決
に
お
い
て
、
母
親
が
法
定
代
理
人
と
し
て
遺
産
分
薊
》
協
議
で
相
続
分
を
零
に
し
た
未
成
年
者
は
た
ま
た
ま
二
人
い
た

か
ら
、
民
法
八
二
六
条
二
項
の
利
益
相
反
行
為
と
し
て
無
効
と
判
示
し
て
い
る
が
、
も
し
未
成
年
子
が
一
人
き
り
な
ら
保
護
さ
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
点
、
で
あ
る
。
私
見
は
次
の
判
例
ま
で
ま
と
め
て
後
述
す
る
。

六
一
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
結
論
に
も
反
対
で
あ
る
し
、
採
用
さ
れ
た
法
理
論
と
し
て
も
、
後
見
人
自
身
も
以
前
ま
た
は
同
時
に

し
て
お
れ
ば
、
被
後
見
人
の
相
続
を
放
棄
し
て
も
利
益
相
反
で
な
い
と
し
て
い
る
点
に
、
反
対
し
て
お
く
。
理
由
は
、
も
し
後
見
人

が
多
諭
お
生
前
贈
与
を
受
け
て
い
た
り
、
他
の
共
同
箱
蝉
械
人
の
利
益
を
は
か
る
た
め
に
、
被
後
見
人
の
相
続
を
代
理
で
放
棄
し
た
場

合
、
不
都
合
な
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
上
四
つ
の
事
案
に
通
用
す
る
法
理
を
追
求
し
て
み
る
。
無
能
エ
忽
首
保
護
の
た
め
の
法
定
代
理
人
は
、
無
能
力
者
の
財
産

管
理
や
法
定
代
理
行
為
に
お
い
て
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
本
人
が
信
頼
し
て
授
権
し
た
任
意
代
理
に
お

け
る
代
理
権
濫
用
は
、
本
人
の
授
権
に
基
づ
か
な
い
法
定
代
理
の
場
合
に
比
べ
て
自
業
白
這
る
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
優
先
的
に

取
引
の
安
全
を
保
護
さ
れ
る
べ
き
第
三
者
を
害
し
な
い
範
囲
で
、
本
人
保
護
が
は
か
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
無
』
盟
臓
的
存
在

で
あ
る
無
能
力
者
を
保
護
す
る
た
め
の
法
定
代
理
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
筆
者
は
む
し
ろ
取
引
の
安
全

よ
り
優
先
的
に
保
護
す
る
方
が
無
能
零
忽
首
制
度
の
立
法
精
神
に
叶
う
と
思
っ
て
い
る
。

民
法
八
二
七
条
は
親
権
者
が
自
己
の
た
め
に
す
る
と
同
一
の
注
意
義
務
を
負
う
と
明
記
し
、
八
二
八
条
の
親
権
者
の
管
理
計
算
義

務
も
、
八
六
三
条
の
後
見
人
の
場
合
よ
り
緩
や
か
な
課
し
方
を
し
た
上
で
、
家
裁
の
監
督
に
服
さ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

立
法
趣
旨
は
、
親
た
る
者
の
一
般
的
心
情
と
し
て
、
「
私
利
砕
欲
の
た
め
未
成
年
子
の
財
産
権
を
犠
牲
に
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
親
の
愛
情
や
徳
義
心
を
期
待
し
、
む
し
ろ
本
能
町
な
衝
動
か
ら
子
の
た
め
に
尽
す
は
ず
の
親
に
ま
で
、
他
人
行
儀
な
義
務
の
課
し
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方
を
し
な
か
っ
た
だ
け
で
、
八
二
六
条
が
利
益
相
反
行
為
で
の
親
の
代
理
権
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
親
が
故
意
に
未
成

年
子
の
財
産
権
を
犠
牲
に
し
な
い
た
め
の
善
管
注
意
義
務
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
五
四
の
親
が
未
成
年
子
と
共
に
他
人
の
債

務
の
物
上
保
証
人
に
な
っ
た
場
合
、
親
が
「
自
己
の
た
め
に
す
る
と
同
一
の
注
意
」
を
払
っ
た
か
ら
、
代
理
権
濫
用
そ
の
他
何
等
の

責
任
も
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
で
は
、
親
権
者
よ
り
厳
し
く
被
後
見
人
の
財
産
管
理
を
さ
せ
る
た
め
の
諸
規
定
あ
る
（
民
法
八
五
三
・
八
五
五
・
八
五
六
・

八
六
○
・
八
六
一
・
八
六
三
・
八
六
六
・
八
七
○
・
八
七
一
・
八
七
一
一
・
八
七
一
一
一
等
）
後
一
見
人
に
お
い
て
、
善
管
注
意
義
務
が
あ
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
家
裁
味
自
身
も
、
選
任
・
解
任
・
監
督
の
権
限
で
そ
れ
を
補
充
す
る
ほ
か
に
、
後
見
監
督
人
を
選
任
し
て
さ
ら

に
監
督
を
強
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
代
理
権
行
使
上
の
注
意
譲
務
の
規
定
の
な
い
特
別
代
理
人
が
無
責
任
で
い
い
か
と
い
う
と
、
利
益
相
反
す
る
親
橿
者
や

後
見
人
と
対
立
し
て
で
も
無
能
力
者
を
保
識
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
能
力
者
が
犠
牲
に
な
ら
な
い
よ
う
善
管

注
意
義
務
を
も
っ
て
代
理
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
制
度
の
存
在
意
義
が
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
家
庭
裁
判
所
も
慢
然
と
親
権
者

の
推
薦
す
る
者
を
特
別
代
理
人
と
し
て
選
任
す
る
だ
け
で
、
無
能
力
者
が
現
実
に
保
謹
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
っ
て

は
、
無
能
力
者
制
度
の
最
大
の
立
法
趣
旨
を
忘
却
し
て
い
る
と
、
法
的
責
任
を
追
及
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
う
。

こ
う
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
法
定
代
理
人
が
無
能
力
者
の
財
産
権
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
代
理
行
為
を
す
る
こ
と
は
、
代
理
権

の
濫
用
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
無
能
力
者
保
護
の
た
め
の
無
効
が
取
引
の
安
全
の
た
め
の
表
見
代
理
よ
り
優
先
す
べ

き
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
た
と
え
取
引
の
安
全
を
重
視
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
取
引
第
三
者
の
善
意
・
無
過
失
を
容

易
に
認
め
な
い
よ
う
厳
し
い
調
査
義
務
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
と
に
か
く
「
法
定
代
理
権
濫
用
の
法
理
」
が
無
能
力
者
保
護

の
た
め
機
能
す
る
程
度
に
成
熟
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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五
、
不
適
切
な
弁
論
と
相
対
的
勝
訴
判
決
と
評
釈

本
稿
が
「
不
適
切
な
弁
論
」
と
い
う
抽
象
的
用
語
で
表
現
し
た
い
内
容
は
、
文
字
ど
お
り
の
広
い
意
味
よ
り
範
囲
を
し
ぼ
っ
て
、

事
案
に
対
応
し
た
主
張
を
引
き
出
す
よ
う
な
釈
明
を
す
る
と
、
判
決
結
果
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
っ
て
当
事
者
主
義
の
建
前
上
許
さ

れ
な
い
場
合
の
「
筋
違
い
の
弁
論
」
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
仮
託
的
法
理
に
よ
る
弁
論
」
の
方
も
、
不
適
切
な
弁
論
と
呼
べ
そ
う
で
あ
る
が
、
本
来
の
あ
る
べ
き
本

命
的
法
理
が
立
法
不
備
か
解
釈
論
的
未
成
熟
の
た
め
、
仮
託
法
理
に
依
拠
す
る
し
か
な
い
場
合
と
し
て
区
別
で
き
る
と
思
う
。

「
不
適
切
な
弁
論
」
が
原
告
の
救
済
を
訴
求
す
る
権
利
を
裏
づ
け
る
積
極
要
件
に
あ
る
と
き
は
、
主
張
資
任
を
果
し
て
な
い
点
で

原
告
敗
訴
と
な
る
べ
き
だ
し
、
逆
に
被
告
が
主
張
す
べ
き
状
況
で
の
消
極
的
要
件
に
あ
る
な
ら
被
告
敗
訴
で
あ
ろ
う
。
次
に
引
用
す

判
例
の
場
合
は
、
当
事
者
双
方
の
攻
撃
防
御
と
も
不
適
切
で
あ
っ
た
弁
論
の
枠
内
で
、
主
張
や
立
証
の
責
任
を
果
せ
な
か
っ
た
原
告

が
敗
訴
し
た
事
例
で
あ
っ
た
と
思
う
。

七
七
の
判
例
は
、
他
の
全
共
同
相
続
人
が
相
続
放
棄
し
た
た
め
に
単
独
相
続
人
と
な
っ
た
者
が
、
被
相
続
人
の
土
地
の
担
保
と
名

義
を
生
存
中
に
無
断
で
使
っ
た
借
金
を
さ
ら
に
借
り
換
え
る
た
め
、
再
度
無
断
で
そ
の
土
地
の
売
却
に
必
要
な
書
類
を
作
り
仲
介
人

に
交
付
し
た
と
こ
ろ
、
仲
介
人
が
約
束
を
逸
脱
し
て
担
保
土
地
を
売
却
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
土
地
の
所
有
者
で
あ
っ
た
被
相
続
人

の
代
理
権
授
与
行
為
の
不
存
在
を
理
由
に
無
効
を
主
張
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
同
事
件
へ
の
最
高
裁
の
判
決
は
、
当
事
者
間
の
相
対

的
正
義
を
確
保
す
る
訴
訟
の
第
一
次
的
目
的
か
ら
、
土
地
の
譲
受
人
や
転
得
者
の
取
引
の
安
全
を
は
か
る
こ
と
を
優
先
し
て
、
書
類

の
作
成
・
交
付
を
し
た
単
独
相
続
人
の
禁
反
言
的
な
信
義
則
違
背
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
も
し
同
事
件
の
他
の
共
同
相
続
人
が
相
続
人
が
相
続
放
棄
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
被
相
続
人
の
無
権
代
理
人
で
あ
っ
た

一
相
続
人
の
さ
ら
に
無
権
代
理
人
に
あ
た
る
仲
介
人
は
、
た
と
え
民
法
二
○
条
の
表
見
代
理
が
成
立
す
る
に
し
て
も
、
被
相
続
人
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の
土
地
に
つ
い
て
無
権
代
理
人
で
あ
っ
た
相
続
人
と
の
関
係
に
限
ら
れ
、
そ
の
相
続
人
の
相
続
分
以
上
の
土
地
売
却
が
有
効
と
な
る

余
地
が
あ
り
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
に
か
く
書
類
を
作
成
交
付
し
た
相
続
人
や
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
仲
介
人
が
被
相
続
人
の

表
見
代
理
人
と
な
り
う
る
事
情
が
な
か
っ
た
し
、
被
相
続
人
や
他
の
共
同
相
続
人
が
本
人
と
し
て
の
無
権
代
理
行
為
の
追
認
（
民
法

一
一
三
条
一
項
）
を
し
て
な
い
か
ら
、
彼
等
が
追
認
拒
絶
の
意
思
表
示
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
他
の
共
同
相
続
人
の
相
続
分
に
つ
い

て
土
地
売
却
は
有
効
で
あ
り
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
結
局
は
、
他
の
共
同
相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
す
る
場
合
の
み
通
用
す
る

よ
う
に
見
え
る
論
理
に
、
欠
陥
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
問
題
点
を
解
明
す
る
た
め
に
、
次
の
二
つ
の
事
例
も
考
慮
し
て
み
る
。

七
八
の
判
例
を
単
純
化
し
て
述
べ
る
と
、
無
権
代
理
人
と
そ
の
本
人
と
を
順
次
相
続
し
た
人
は
、
両
人
の
人
格
を
承
継
融
合
し
た

単
一
人
格
者
と
把
握
さ
れ
、
承
継
前
の
各
人
の
権
利
羨
務
が
単
一
人
格
者
と
し
て
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
整
理
統
合
を
し
て
、
と
く
に

第
三
者
の
取
引
の
安
全
の
た
め
に
責
任
を
果
す
目
的
に
相
反
す
る
権
能
等
を
切
り
捨
て
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
同
判
決
に
お
い

て
は
、
本
人
の
追
認
の
存
在
が
認
定
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
ど
っ
ち
み
ち
結
論
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
ど

う
や
ら
家
督
相
続
の
時
代
か
ら
の
単
独
相
続
的
発
想
を
受
け
継
い
で
い
る
ら
し
い
。

八
二
の
判
例
は
、
妻
が
書
類
を
偽
造
し
て
夫
の
不
動
産
を
自
分
の
債
務
の
代
物
弁
済
に
供
し
た
後
に
死
亡
し
、
夫
と
子
供
四
名
が

共
同
相
続
し
た
事
例
で
、
第
一
審
と
原
審
の
判
決
の
方
は
、
妻
の
人
格
を
夫
だ
け
に
融
合
さ
せ
て
、
妻
の
責
任
を
共
同
相
続
し
た
は

ず
の
子
供
達
は
無
資
力
の
た
め
無
視
さ
れ
、
夫
を
単
独
相
続
人
の
よ
う
に
扱
っ
た
上
で
、
妻
の
無
権
代
理
行
為
の
本
人
と
し
て
の
夫

の
追
認
拒
絶
権
を
否
定
し
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
方
は
、
共
同
相
続
の
場
合
に
も
通
用
す
る
「
人
格
併
存

説
」
を
採
用
し
、
相
続
人
と
し
て
の
夫
に
も
追
認
拒
絶
権
を
肯
定
し
た
上
で
、
そ
の
拒
絶
に
よ
っ
て
生
ず
る
故
妻
の
履
行
ま
た
は
損

害
賠
償
の
義
務
（
民
法
二
七
条
一
項
）
の
共
同
相
続
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
各
共
同
相
続
人
の
資
力
の
有
無
は
被
相
続
人
の
償
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務
の
承
継
に
影
響
す
る
理
由
が
な
い
し
、
最
高
裁
が
採
用
し
た
人
格
併
存
説
の
方
が
個
人
主
義
的
な
現
代
相
続
制
度
に
適
合
し
、
七

七
の
判
例
の
よ
う
な
「
人
格
融
〈
鼠
匹
は
単
独
相
続
の
事
例
に
お
い
て
も
過
去
の
判
例
理
論
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
引
用
す
る
判
例
は
、
原
告
の
弁
論
が
全
面
的
に
不
適
切
で
あ
っ
た
と
断
言
で
き
な
い
が
、
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
の

判
決
し
か
出
せ
な
い
よ
う
な
争
い
方
が
敗
訴
の
伏
線
と
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

八
五
の
「
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
相
続
性
」
等
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
は
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
理
事
の
措
置
へ
の
反
対
運
動
煽
動
が
会

則
上
除
名
事
由
に
あ
た
る
と
し
て
正
会
員
使
用
権
契
約
を
解
除
通
告
さ
れ
た
者
が
、
除
名
処
分
を
違
法
無
効
だ
と
主
張
し
て
正
会
員

の
地
位
の
確
認
と
施
設
使
用
認
容
の
給
付
を
訴
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
一
審
判
決
は
請
求
を
認
め
た
が
、
二
審
判
決
が
そ
れ
を
取
消

し
請
求
を
棄
却
し
た
。
上
告
人
が
上
告
審
係
属
中
に
死
亡
し
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
は
職
権
調
査
の
結
果
と
し
て
、
同
ク
ラ
ブ
運
営
規

則
に
会
員
死
亡
の
資
格
喪
失
規
定
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
同
ク
ラ
ブ
会
員
の
地
位
の
一
身
専
属
性
を
認
め
て
相
続
性
を
否
定
し
、

会
員
死
亡
時
に
訴
訟
が
終
了
し
た
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。

そ
の
結
果
除
名
事
由
規
定
を
理
由
と
し
た
処
分
の
有
効
性
の
判
断
が
回
避
さ
れ
た
。
「
会
員
死
亡
の
資
格
喪
失
」
が
ク
ラ
ブ
運
営

規
則
制
定
者
の
専
権
的
に
有
効
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
除
名
事
由
規
定
の
方
も
同
様
に
有
効
と
さ
れ
る
も
の
と
推
側
さ
れ
う
る
。
そ

の
規
則
の
付
合
契
約
的
性
質
か
ら
不
合
理
条
項
の
信
義
則
に
よ
る
是
正
の
要
否
を
検
討
し
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
が
、
除
名
事
由

規
定
の
解
釈
。
運
用
ま
で
も
制
定
者
の
専
権
と
判
示
す
る
よ
う
で
は
、
正
義
実
現
と
い
う
裁
判
所
の
存
在
意
義
を
こ
の
よ
う
な
事
例

に
お
い
て
は
放
棄
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

一
審
以
来
の
原
告
の
主
張
の
仕
方
と
し
て
、
正
会
員
施
設
使
用
権
に
固
執
せ
ず
に
予
備
的
に
で
も
、
会
員
資
格
適
合
者
へ
の
会
員

権
議
渡
性
や
、
預
託
金
償
還
請
求
権
だ
け
で
も
主
張
し
て
い
た
な
ら
、
会
員
資
格
の
死
亡
時
喪
失
や
除
名
事
由
の
規
定
の
趣
旨
が
目

的
論
的
に
解
釈
さ
れ
、
会
員
資
格
諸
櫓
能
の
一
括
喪
失
的
判
決
は
回
避
で
き
、
「
死
亡
し
た
会
員
が
資
格
を
保
有
し
続
け
ら
れ
な
い
」
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法
制
度
の
「
よ
ら
し
む
く
し
、
知
ら
し
む
く
し
」
と
い
う
民
主
化
の
方
向
と
し
て
も
、
ま
た
国
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
法
曹
と
な
る

た
め
に
も
、
非
伝
律
家
を
も
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
←
荻
噸
や
判
決
文
に
す
る
努
力
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

六
、
法
律
家
用
語
の
弁
輪
・
判
決
の
独
善
危
険
性

わ
が
国
に
お
い
て
「
不
適
切
な
弁
論
」
の
生
ま
れ
る
原
因
を
考
え
て
み
る
と
、
陪
審
制
を
採
用
し
な
い
わ
が
国
の
弁
論
は
、
非
法

律
家
に
意
味
と
心
情
の
両
面
で
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
も
せ
ず
に
、
法
律
家
同
志
し
か
通
用
し
な
い
専
門
的
な
用
語
や
言
い
ま

わ
し
に
安
住
し
過
ぎ
て
、
当
ら
ず
と
も
遠
か
ら
ず
と
い
っ
た
程
度
の
抽
象
的
用
語
の
概
念
を
正
確
に
限
定
す
る
こ
と
も
忘
れ
、
弁
論

の
場
で
無
釈
明
の
ま
ま
相
互
に
通
用
さ
せ
合
っ
た
り
し
て
、
そ
の
ま
ま
判
決
ま
で
が
法
律
家
的
表
現
に
有
頂
点
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
感
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
筆
者
も
専
門
柄
馴
染
ん
で
い
る
方
で
あ
る
か
ら
、
法
律
家
的
表
現
の
す
べ
て
を
「
不
適
切
」
だ
と
言
う
気

は
な
い
が
、
多
少
ピ
ン
ポ
ヶ
的
な
専
門
用
語
に
よ
る
や
り
取
り
の
積
み
重
ね
の
結
果
と
し
て
、
論
理
の
内
容
が
不
正
確
な
方
向
に
流

れ
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
本
稿
が
前
に
分
析
し
た
「
婚
姻
予
約
不
屡
虹
鋼
」
も
、
法
律
家
同
志
が
安
易
に
通
用
さ
せ

て
き
た
よ
う
な
気
も
す
る
。

こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
、
「
だ
か
ら
相
続
が
あ
り
え
な
い
」
の
で
は
な
く
、
正
に
「
そ
れ
だ
か
ら
相
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
」

と
い
う
判
決
も
あ
り
え
た
と
思
う
。
も
っ
と
も
最
高
裁
が
職
権
調
査
だ
け
で
訴
訟
を
終
了
さ
せ
て
、
当
事
者
に
相
続
性
の
弁
論
を
さ

せ
て
な
い
点
だ
け
で
も
先
例
価
値
に
疑
問
が
あ
る
が
、
税
務
処
理
上
も
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
の
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
財
産
権
性
を
否
定
で

き
な
い
よ
う
だ
し
、
会
員
権
を
全
面
無
償
喪
失
さ
せ
た
ら
ク
ラ
ブ
側
に
そ
れ
相
応
の
不
当
利
得
を
残
存
さ
せ
る
状
況
で
、
会
員
権
の

性
質
論
か
ら
で
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
運
営
規
則
の
規
定
の
仕
方
だ
け
で
、
無
条
件
喪
失
と
判
決
を
下
し
た
こ
と
に
問
題
が
あ
り
、
当
事

者
望
荻
噸
の
仕
方
や
担
当
す
る
裁
判
官
の
解
釈
姿
勢
に
よ
っ
て
は
、
逆
の
結
論
も
あ
り
え
た
と
思
う
。
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二
二
の
「
離
婚
後
の
婿
氏
使
用
と
婚
姻
前
の
氏
へ
の
変
更
」
の
事
件
の
決
定
は
、
離
婚
慰
謝
料
清
算
の
た
め
夫
婦
共
有
マ
ン
シ
ョ

ン
売
却
の
都
合
上
婿
氏
届
（
民
法
七
七
六
条
二
項
）
を
し
婚
氏
を
二
年
五
カ
月
ほ
ど
使
用
し
た
女
性
が
、
実
父
の
希
望
を
受
け
て
婚

姻
前
の
氏
へ
変
更
し
て
か
ら
実
家
に
戻
ろ
う
と
し
た
事
案
に
お
い
て
、
戸
籍
法
一
○
七
条
一
項
の
氏
変
更
許
可
基
準
と
し
て
の
「
や

む
を
得
な
い
事
由
」
を
多
少
緩
和
し
て
、
結
局
は
氏
の
変
更
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、
先
例
の
基
準
と
し
て
の
用
語
や
表
現
を
踏
襲

し
、
婿
氏
を
続
用
し
て
い
た
事
実
を
「
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
的
確
な
判
断
を
誤
り
」
と
評
価
し
な
が
ら
、
原
審
が
氏
の
変
更
申
立

を
窓
意
的
だ
と
し
て
許
さ
な
か
っ
た
点
で
、
相
当
期
間
内
の
冷
静
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
悪
意
的
で
な
く
、
変
更
し
て
も
社
会
的
弊

害
を
及
ぼ
さ
な
い
旨
の
逆
の
判
断
を
下
し
た
。

「
離
婚
後
の
氏
の
選
択
は
、
的
確
な
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
、
な
る
べ
く
一
挙
的
な
判
断
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
論
理
を
前

提
と
す
る
背
景
に
は
、
「
忙
し
い
裁
判
所
を
煩
わ
し
て
ま
で
、
戸
籍
や
氏
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
だ
け
の
事
由
が
あ
る
の
か
」
と
い

う
詰
問
を
す
る
姿
勢
が
裁
判
所
に
あ
っ
て
、
離
婚
慰
謝
料
清
算
目
的
の
共
有
マ
ン
シ
ョ
ン
売
却
の
都
合
等
で
も
、
裁
判
所
か
ら
見
る

と
「
長
期
的
展
望
を
欠
い
た
不
的
確
な
判
断
」
に
し
か
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
論
理
や
姿
勢
は
、
国
民
の

幸
福
追
求
に
奉
仕
す
る
民
主
的
な
裁
判
所
と
い
う
よ
り
も
、
権
力
に
と
っ
て
の
都
合
や
便
宜
を
優
先
す
る
独
善
的
な
印
象
を
国
民
に

与
え
る
と
思
う
。
司
法
機
関
の
合
理
化
の
傾
向
も
、
そ
の
点
か
ら
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。

多
忙
な
裁
判
官
の
判
決
書
き
の
要
領
と
し
て
、
「
同
じ
問
題
を
何
度
考
え
直
し
て
も
同
一
の
結
論
と
な
る
は
ず
だ
」
と
い
う
発
想

を
前
提
に
、
先
例
と
同
一
処
理
を
す
れ
ば
い
い
と
い
う
「
思
考
経
済
」
と
い
う
便
法
が
法
律
家
間
で
公
認
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
そ

の
処
理
方
法
に
反
対
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
「
思
考
経
済
」
と
い
う
法
律
家
用
語
の
虜
に
な
り
過
ぎ
て
、
同
一
処
理
を
し

て
も
い
い
よ
う
な
共
通
性
の
あ
る
事
案
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
実
質
論
的
な
検
討
ま
で
思
考
経
済
し
て
省
略
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
い
気
が
す
る
。
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例
え
ば
、
一
五
の
判
例
の
有
資
配
偶
者
の
離
婚
請
求
認
容
の
一
要
件
と
し
て
「
苛
酷
条
項
」
、
す
な
わ
ち
妾
へ
移
っ
た
夫
の
愛
情

を
法
的
強
制
に
よ
っ
て
本
妻
に
戻
せ
な
い
か
ら
、
愛
情
の
な
い
婚
姻
を
継
続
さ
せ
る
よ
り
も
離
婚
を
認
め
る
こ
と
に
し
て
、
本
妻
の

離
婚
後
の
生
活
が
苛
酷
に
な
ら
な
い
経
済
状
態
等
に
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
法
理
が
確
立
し
て
い
る
。
そ
の
苛
酷
条
項
を
同
じ
裁

判
離
婚
と
い
う
程
度
の
思
考
経
済
か
ら
、
’
四
の
精
神
病
離
婚
の
事
案
に
も
そ
の
ま
ま
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で

あ
る
。

判
例
の
身
分
行
為
意
思
内
容
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
一
の
婚
姻
や
四
二
の
縁
組
の
よ
う
な
創
設
的
身
分
行
為
を
そ
れ
ら
し
き
実

質
的
関
係
に
入
る
意
思
と
、
離
婚
や
離
縁
の
よ
う
な
解
消
的
身
分
行
為
が
戸
籍
の
届
出
を
す
る
意
思
と
い
う
よ
う
に
、
使
い
分
け
た

解
釈
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
妥
当
性
を
追
求
し
た
こ
と
も
、
思
考
経
済
を
操
り
返
し
て
い
た
の
で
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
と
く
に
解
消
的
身
分
行
為
に
ま
で
実
質
的
意
思
を
要
求
す
る
よ
う
な
思
考
経
済
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
…
…
。

逆
に
創
設
的
身
分
行
為
に
ま
で
届
出
意
思
で
い
い
と
す
る
統
一
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
筆
者
が
そ
れ
を
肯
定
す
る
だ
け
の

確
信
は
な
い
が
、
｜
の
判
例
が
実
質
説
を
採
っ
て
婚
姻
意
思
を
否
定
し
て
い
る
解
釈
に
お
い
て
、
非
法
律
家
の
納
得
し
難
い
論
理
が

展
開
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
そ
の
点
を
検
討
し
て
み
て
か
ら
、
創
設
的
身
分
行
為
に
も
形
式
的
意
思
説
が
妥
当
し
う

る
側
面
に
つ
い
て
も
、
論
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
で
も
一
四
の
事
案
が
た
ま
た
ま
精
神
病
配
偶
者
の
実
家
に
余
裕
が
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
そ
の
実
家
か
ら
の
経
済
支
援
を
見
込

ん
だ
か
ら
、
す
ん
な
り
離
婚
が
認
め
ら
れ
て
、
問
題
点
が
一
童
画
化
し
な
か
っ
た
が
、
も
し
そ
う
で
な
く
て
離
婚
後
に
生
活
保
護
を
受

け
る
し
か
な
い
配
偶
者
が
苛
酷
庭
な
る
と
判
断
し
、
雛
》
婚
を
認
め
ず
に
精
神
病
配
偶
者
と
生
涯
連
れ
添
わ
せ
｝
凹
倒
を
み
る
よ
う
強
制

す
る
判
決
に
な
る
と
し
た
ら
、
法
制
度
の
機
正
能
す
べ
き
限
度
を
越
え
た
道
徳
の
強
制
に
な
る
か
ら
、
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
ぁ

ろ
と
思
う
。
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一
の
「
子
に
嫡
出
性
を
付
与
す
る
た
め
の
離
蕊
窺
型
再
何
婚
姻
」
を
無
効
と
し
た
判
例
ぽ
、
お
そ
ら
く
原
告
側
が
離
婚
約
定
の
条
件

部
分
を
民
法
一
三
二
条
の
不
法
条
件
と
し
て
無
効
と
判
蒔
『
さ
れ
る
結
果
を
恐
れ
、
そ
う
い
う
判
決
が
下
さ
れ
る
と
婚
姻
届
が
有
効
と

な
っ
て
、
子
に
嫡
出
性
を
付
与
す
る
目
的
達
成
後
に
約
束
ど
う
り
》
糧
姻
解
箔
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
、
「
実
質
的
に
夫
婦
ら
し
い
婚

姻
を
す
る
意
思
」
が
な
か
っ
た
と
、
実
質
説
に
基
づ
い
た
婚
姻
無
効
を
主
張
し
、
そ
れ
が
判
決
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

非
法
律
家
的
常
識
か
ら
同
事
案
を
考
察
す
る
と
、
下
宿
先
の
息
子
と
の
肉
体
関
係
に
始
ま
り
、
そ
の
息
子
の
通
い
婚
な
が
ら
三
度

の
妊
娠
中
断
後
の
新
た
な
妊
娠
と
出
産
を
励
ま
さ
れ
、
子
と
し
て
命
名
さ
せ
た
と
い
っ
た
「
内
縁
に
近
い
実
質
的
関
係
」
が
先
行
し

た
だ
け
に
、
せ
め
て
子
に
嫡
出
性
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
親
と
し
て
果
す
べ
き
道
義
的
責
務
と
考
え
ら
れ
う
る
か
ら
、
嫡
出

子
に
す
る
た
め
の
婚
姻
届
と
離
暉
贈
約
定
の
全
体
と
し
て
、
民
法
一
一
一
一
二
条
の
不
法
性
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
解
諭
訟
躯
も
あ
り
う
る
。

現
に
同
事
件
で
離
婚
誓
約
書
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
当
事
者
が
国
を
た
ぶ
ら
か
す
虚
偽
の
婚
姻
届
を
し
よ
う
と
い
う
よ

り
、
当
事
者
間
に
生
ま
れ
た
子
を
嫡
出
子
に
す
る
た
め
一
時
的
な
婚
姻
を
し
よ
う
と
い
う
効
果
意
思
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
程

度
の
効
巣
意
思
の
身
分
行
為
の
届
出
を
受
理
し
な
い
た
め
の
審
査
制
度
も
な
く
、
「
実
質
的
婚
姻
意
思
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
原
告

の
論
理
も
、
後
に
弁
談
士
が
主
張
し
た
法
律
』
罫
的
表
現
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

こ
う
し
て
か
り
に
担
当
裁
判
官
が
婚
姻
意
思
認
定
の
心
証
形
成
を
示
唆
し
た
と
し
て
、
原
告
側
が
予
備
的
に
、
離
婚
約
定
の
扇
遅
乢

ま
た
は
、
こ
の
よ
う
な
約
字
符
峰
桓
姻
が
当
初
か
ら
継
続
し
難
い
事
由
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
し
て
裁
判
錘
離
婚
を
露
求
を
し
た
な
ら
、

被
告
の
母
子
側
は
苛
酷
条
項
を
活
用
し
た
慰
謝
料
や
養
育
費
の
請
求
が
認
め
ら
れ
や
す
く
な
る
。
本
件
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、

子
の
」
鴨
祉
を
考
慮
す
る
で
あ
ろ
う
国
民
大
衆
は
、
離
婚
春
約
が
無
条
件
に
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
に
非
難
ど
こ
ろ
か
賛
成
で
あ
ろ
う
。

創
設
的
身
分
行
為
に
形
式
的
意
思
説
が
通
用
し
そ
う
な
局
面
に
つ
い
て
考
慮
し
て
み
る
。
例
え
ば
今
後
増
え
て
く
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
事
態
で
あ
る
が
、
外
国
人
が
日
本
で
就
労
す
る
目
的
で
、
日
本
の
独
り
暮
し
老
人
と
縁
組
ま
た
は
婚
姻
の
届
出
を
し
よ
う
と
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す
る
場
合
に
、
戸
籍
吏
員
が
実
質
的
意
思
説
に
従
っ
て
生
活
実
態
を
伴
っ
て
い
る
か
を
審
査
で
き
な
い
し
、
出
入
国
管
理
官
や
検
察

官
が
不
法
就
労
目
的
の
虚
偽
の
届
出
で
あ
る
と
疑
っ
て
も
、
訴
訟
を
提
起
す
る
余
地
も
な
く
、
そ
の
老
人
の
相
続
人
が
そ
の
届
出
を

無
効
だ
と
す
る
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
に
期
待
を
す
る
し
か
な
い
が
、
私
的
自
治
を
基
本
原
則
と
す
る
民
事
訴
訟
の
提
起
を
「
訴
え
の

利
益
」
あ
る
者
に
も
強
制
で
き
な
い
。
日
本
人
同
志
の
婚
姻
で
さ
え
単
身
赴
任
的
通
い
婚
か
ら
始
ま
る
場
合
も
あ
る
し
、
成
年
養
子

が
初
め
か
ら
養
親
と
同
居
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
外
国
人
と
の
婚
姻
や
縁
組
に
つ
い
て
、
生
活
実
態
を
伴
っ
て
い
る
か
審
査
し

た
り
証
拠
を
提
出
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
な
い
。
と
に
か
く
、
創
設
的
身
分
行
為
が
実
質
的
意
思
に
基
づ
く
べ
き
こ
と

を
徹
底
す
る
制
度
が
な
い
。
ま
た
、
当
初
は
日
本
で
の
就
労
目
的
の
縁
組
や
婚
姻
を
し
た
外
国
人
も
、
そ
の
う
ち
に
日
本
人
が
及
ば

な
い
ほ
ど
の
養
親
へ
の
孝
行
を
し
た
り
、
配
偶
者
と
し
て
姻
族
の
面
倒
ま
で
み
た
よ
う
な
場
合
、
実
質
的
意
思
説
も
有
効
な
身
分
行

為
意
思
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
、
例
え
ば
未
だ
そ
れ
ほ
ど
の
実
態
が
な
い
が
将
来
そ
う
な
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
事
案
を
ど
う

い
う
処
理
を
す
べ
き
か
…
…
。
事
実
上
の
夫
婦
や
養
親
子
の
関
係
を
国
家
に
干
渉
さ
れ
な
い
私
生
活
の
自
治
と
届
出
制
と
の
関
連
を

ど
う
理
解
す
べ
き
か
。
以
上
の
問
題
提
起
は
虚
偽
の
戸
籍
の
無
効
性
を
貫
徹
す
る
法
制
度
に
な
っ
て
な
い
こ
と
と
も
共
通
で
あ
る
。

例
え
ば
、
他
人
の
子
を
嫡
出
子
と
し
て
出
生
届
を
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
共
同
相
続
人
ま
た
は
後
順
位
相
続
人
が
虚
偽
の
嫡
出
子

届
の
無
効
を
訴
求
し
な
い
限
り
、
虚
偽
の
親
と
子
の
間
で
意
識
的
に
虚
偽
の
戸
籍
上
の
親
子
関
係
を
占
有
す
る
自
治
が
通
用
し
て
し

ま
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
虚
偽
の
嫡
出
子
が
嫡
出
子
と
し
て
通
用
し
続
け
る
方
策
を
探
究
し
た
い
と
思
う
。

三
一
の
事
案
の
よ
う
に
、
虚
偽
の
実
子
届
後
四
○
年
間
も
後
継
者
と
し
て
自
他
共
に
認
め
ら
れ
て
き
た
者
は
、
そ
の
乳
幼
児
期
の

自
己
の
出
生
届
の
虚
偽
性
に
何
等
責
任
も
な
く
、
と
き
に
は
そ
の
虚
偽
性
に
つ
い
て
長
期
間
善
意
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
真
実
を
知
ら

さ
れ
て
も
有
効
な
打
開
手
段
を
実
行
し
に
く
い
場
合
も
多
い
し
、
こ
の
場
合
の
養
子
縁
組
へ
の
無
効
行
為
転
換
の
不
能
説
の
根
拠
で

あ
る
家
裁
の
許
可
の
欠
映
も
、
本
人
が
一
五
才
を
超
え
て
以
来
親
子
関
係
に
反
対
す
る
よ
う
な
動
き
を
し
て
な
い
こ
と
で
、
黙
示
の
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七
、
判
例
研
究
の
際
の
立
法
輪
展
開
の
必
要
性

今
荻
噸
に
お
い
て
裁
判
官
を
説
得
す
る
上
で
、
た
と
え
実
質
的
な
妥
当
性
を
論
証
で
き
る
担
笈
ロ
で
も
、
条
文
の
文
理
解
釈
と
し
て
逆

の
結
果
が
出
る
こ
と
も
あ
る
し
、
曰
溺
墾
鞭
的
解
釈
に
よ
っ
て
不
合
理
な
文
理
解
釈
を
克
服
で
き
た
り
、
信
義
則
等
の
条
理
に
叶
っ
た

筋
道
を
展
開
し
て
是
正
で
き
る
こ
と
も
あ
る
が
、
立
法
の
不
備
の
た
め
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
事
例
も
あ
る
。

そ
の
場
合
に
弁
論
も
判
決
も
不
承
不
承
文
理
解
釈
に
従
っ
て
お
く
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
せ
め
て
判
例
研
究
と
し
て
自
由
に
立
法

論
を
展
開
し
て
お
か
な
い
と
、
妥
当
性
の
な
い
法
規
が
残
存
し
続
け
る
事
態
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

法
律
制
度
の
保
守
的
傾
向
の
制
誼
約
上
、
法
学
者
の
研
究
業
綱
の
ほ
と
ん
ど
が
解
釈
論
で
占
め
ら
れ
、
立
法
論
の
方
は
法
解
釈
の
つ

い
で
に
多
少
言
及
さ
れ
る
程
度
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
こ
と
は
立
法
論
が
当
面
の
紛
争
解
決
に
役
立
た
な
い
と
い
う
功
利
主
義
の
影
響

も
あ
る
と
思
う
が
、
通
説
が
立
法
論
と
し
て
反
対
す
る
規
定
は
、
判
例
・
学
説
上
適
用
範
囲
を
縮
小
す
る
解
釈
傾
向
が
あ
る
し
、
改

廃
の
可
能
性
も
強
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

と
に
か
く
実
質
的
妥
当
性
あ
る
立
法
論
で
あ
れ
ば
、
現
一
打
葎
枠
内
の
解
釈
論
か
ら
荒
唐
無
稽
な
論
述
だ
と
非
難
す
べ
き
で
な
い
。

追
認
で
治
癒
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
養
親
子
関
係
を
離
縁
で
き
る
戸
籍
上
の
親
か
子
以
外
の

者
に
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
や
戸
籍
訂
正
の
訴
え
を
認
め
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
達
成
す
る
方
策
と
し
て
は
、

ま
ず
第
一
に
無
効
な
虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
を
養
子
縁
組
に
転
換
し
て
有
効
と
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い

な
ら
、
少
く
と
も
後
順
位
的
立
場
の
推
定
相
続
人
が
「
虚
偽
親
子
間
の
身
分
占
有
の
自
治
」
に
介
入
す
る
訴
の
利
益
を
否
定
す
る
立

法
論
を
主
張
し
た
い
。
さ
も
な
い
と
現
行
法
の
も
と
で
は
、
事
実
上
の
養
子
の
寄
与
分
が
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
な
ど
の
不
合
理
な
結

果
と
な
り
、
非
法
律
家
で
あ
る
民
衆
の
常
識
に
反
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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筆
者
の
氏
も
妻
に
譲
っ
て
も
ら
っ
て
婚
前
か
ら
の
氏
で
婚
姻
届
を
出
し
て
い
る
し
、
同
姓
か
別
姓
か
の
選
択
の
自
由
が
あ
っ
て
も
、

同
氏
を
希
望
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
方
だ
け
を
強
制
す
る
の
で
な
く
、
ど
ち
ら
を
原
則
に
す
る
に
せ
よ
他
方
も
選
べ
る
よ
う

に
法
改
正
し
て
、
国
際
的
常
識
に
合
致
さ
せ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

わ
が
国
の
認
知
制
度
を
概
観
す
る
と
、
ど
う
も
父
親
の
意
向
の
方
が
重
視
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
と
思
う
。
母
子
の
方
か
ら
の
強
制
認

知
を
実
現
す
る
に
は
、
父
子
関
係
の
存
在
の
立
証
責
任
の
負
担
な
ど
と
、
訴
訟
を
断
念
す
る
ほ
ど
面
倒
で
あ
る
の
に
、
父
側
か
ら
任

意
認
知
を
し
た
く
な
っ
た
場
合
な
ら
、
成
年
に
達
し
て
い
る
と
き
の
子
の
承
諾
（
民
法
七
八
二
条
）
と
、
胎
児
の
と
き
の
母
の
承
諾

と
い
う
の
は
、
家
族
関
係
の
法
と
民
衆
意
識
が
目
下
転
換
期
に
あ
り
、
わ
が
国
の
家
族
法
の
規
定
の
中
に
個
人
尊
重
等
の
民
主
化
の

視
点
か
ら
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

次
の
判
例
も
法
令
等
の
壁
と
争
訟
方
法
の
困
難
さ
の
た
め
に
請
求
棄
却
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。

非
嫡
出
子
住
民
票
続
柄
記
載
取
消
訴
訟
一
審
判
決
（
衷
泉
地
裁
平
成
三
年
五
月
二
三
日
言
い
渡
し
）
は
、
氏
の
変
更
を
避
け
る
た

め
内
縁
関
係
に
と
ど
ま
る
夫
婦
の
子
の
住
民
票
の
記
載
に
つ
い
て
、
東
京
都
武
蔵
野
市
が
国
示
達
の
住
民
基
本
台
帳
法
事
務
処
理
要

領
に
基
づ
き
、
嫡
出
子
の
場
合
と
異
な
り
、
長
女
で
な
く
単
に
「
子
」
と
記
載
し
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
夫
婦
が
市
を
相
手
に
記
載

の
取
梢
と
、
そ
の
子
と
共
に
国
家
賠
償
も
請
求
し
た
事
案
で
、
国
の
通
達
に
従
っ
た
事
務
処
理
に
職
務
上
の
違
法
や
過
失
を
認
め
ら

れ
な
い
と
し
て
、
原
告
ら
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
立
法
論
と
し
て
は
、
た
と
え
国
民
の
大
多
数
が
夫
婦
同
姓
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
て
い
て
も
、
日
本
民
族
が
単
一
だ
と
い

う
だ
け
で
、
す
べ
て
を
画
一
化
し
て
い
い
根
拠
に
な
ら
な
い
し
、
多
数
派
の
流
儀
に
同
調
で
き
な
い
思
想
や
信
仰
の
持
ち
主
を
異
端

視
し
て
切
り
捨
て
、
多
数
派
の
流
儀
の
強
制
に
よ
る
小
数
派
の
苦
痛
や
損
害
を
考
慮
し
な
い
と
な
る
と
、
多
数
派
の
威
を
借
り
た
独

善
的
加
害
者
で
し
か
な
い
。
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（
民
法
七
八
三
条
一
項
）
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
母
子
の
方
が
民
法
七
八
六
条
に
よ
る
父
子
関
係
不
存
在
を
主
張
で
き
な

い
限
り
、
意
に
反
し
て
も
甘
受
す
る
し
か
な
い
。

身
勝
手
な
父
親
が
長
期
間
未
認
知
状
態
に
放
置
し
た
後
に
、
未
成
年
子
を
認
知
し
た
く
な
っ
た
ら
、
無
条
件
で
認
知
が
許
さ
れ
る

の
は
、
片
手
落
ち
な
制
度
だ
と
思
わ
れ
る
。
現
行
規
定
の
解
説
と
し
て
、
「
真
実
の
父
子
関
係
が
あ
れ
ば
、
認
知
を
実
現
さ
せ
る
の

が
当
然
あ
る
べ
き
措
置
だ
」
と
い
う
の
な
ら
、
民
法
七
八
七
条
但
書
が
「
父
母
の
死
亡
後
三
年
経
過
し
た
だ
け
で
、
未
成
年
子
の
認

知
請
求
権
ま
で
も
消
滅
さ
せ
て
い
る
」
こ
と
と
、
ど
う
統
一
的
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「
ひ
ど
い
父
親
」
の
認
知
は
子
の
福
祉

の
た
め
に
な
ら
な
い
か
ら
、
家
父
長
的
認
知
制
度
を
や
め
て
、
父
親
か
ら
の
任
意
認
知
で
も
常
に
母
子
側
の
承
諾
（
子
の
意
思
に
つ

い
て
は
、
縁
組
の
で
き
る
一
五
才
か
ら
父
母
の
氏
へ
変
更
で
き
る
成
年
後
一
年
以
内
ま
で
に
、
再
度
表
示
す
る
機
会
を
保
障
す
る
な

ど
）
を
要
件
と
す
る
よ
う
法
改
正
を
希
望
す
る
。
母
親
も
含
め
て
、
親
ら
し
い
貿
務
を
果
さ
な
か
っ
た
者
が
親
と
し
て
の
権
利
主
張

す
る
こ
と
を
制
限
し
、
子
の
側
か
ら
の
親
と
し
て
の
義
務
等
を
果
さ
せ
る
請
求
に
つ
い
て
の
制
限
を
廃
止
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

三
九
の
判
例
の
認
知
の
訴
の
出
訴
期
間
は
、
前
述
の
と
お
り
父
母
死
亡
後
三
年
内
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
判
例
の
先
例
で
あ
る

最
高
裁
昭
和
五
六
年
六
月
二
一
日
判
決
は
、
民
法
七
八
七
条
但
書
が
「
認
知
の
訴
の
提
起
に
関
し
、
す
べ
て
の
権
利
者
に
つ
き
一
律

平
等
に
そ
の
権
利
の
存
続
期
間
を
制
限
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
何
等
の
差
別
を
加
え
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
か
ら
、

憲
法
一
四
条
に
違
反
し
な
い
と
し
て
い
る
。

現
代
的
認
知
制
度
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
「
子
の
福
祉
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
え
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、

母
の
内
縁
中
の
懐
胎
で
な
い
限
り
、
父
子
関
係
の
挙
証
責
任
を
母
子
側
に
負
わ
せ
な
が
ら
、
「
父
母
の
死
亡
後
長
期
間
経
過
す
る
と
、

親
子
関
係
不
存
在
の
立
証
が
困
難
に
な
っ
て
ゆ
く
」
と
い
う
ア
ベ
コ
ベ
な
理
由
で
認
知
の
出
訴
期
間
を
制
限
し
、
実
質
上
そ
の
子
と

共
同
相
続
す
る
嫡
出
子
等
か
ら
後
順
位
相
続
人
ま
で
に
相
続
等
の
利
益
を
与
え
て
い
る
の
は
不
合
理
で
な
い
か
。
ま
し
て
は
認
知
を
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欲
す
る
の
が
未
成
年
子
で
あ
っ
た
場
合
に
、
母
親
が
父
親
の
死
後
三
年
間
認
知
請
求
を
し
な
い
な
ら
、
母
親
が
法
定
代
理
人
と
し
て

放
棄
で
き
な
い
は
ず
の
権
利
を
事
実
上
放
棄
し
た
結
果
に
も
な
り
、
父
母
の
死
亡
時
と
い
う
不
平
等
な
偶
然
的
起
算
点
を
設
定
し
た

規
定
は
、
未
成
年
子
に
と
っ
て
差
別
と
言
え
る
と
思
う
。
そ
こ
で
立
法
論
と
し
て
は
、
そ
の
出
訴
期
間
制
限
を
全
廃
し
て
子
の
福
祉

や
利
益
を
は
か
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
少
く
と
も
未
成
年
子
に
と
っ
て
憲
法
一
四
条
違
反
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
子
が
成
年
に
達

し
て
三
年
内
を
出
訴
制
限
期
間
の
満
了
を
停
止
し
た
ら
い
い
と
思
う
。

三
七
の
判
例
の
よ
う
に
、
母
親
が
法
定
代
理
人
と
し
て
認
知
の
訴
え
を
起
こ
す
場
合
も
、
母
親
自
身
が
認
知
に
重
大
な
利
害
関
係

あ
る
当
事
者
と
し
て
訴
訟
に
参
加
し
、
縁
組
能
力
あ
る
未
成
年
者
も
意
向
を
述
べ
う
る
よ
う
に
当
事
者
参
加
さ
せ
て
、
母
子
側
が
有

効
な
攻
撃
防
御
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
認
知
に
お
け
る
子
の
福
祉
を
増
進
さ
せ
る
よ
う
に
法
改
正
し
た
方
が
い
い
と
思
う
。

認
知
に
関
し
て
父
親
の
方
を
保
護
す
べ
き
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
せ
い
ぜ
い
成
年
女
性
に
誘
惑
さ
れ
て
父
親
に
な
っ
た
少
年
く

ら
い
で
、
懐
胎
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
認
知
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
の
は
酷
だ
か
ら
、
母
親
だ
け
に
責
任
を
取
ら
せ
て
い
い
と
思
う
。

四
七
の
未
成
年
養
子
縁
組
へ
の
家
裁
の
許
可
制
に
つ
い
て
の
判
例
は
、
養
親
に
な
ろ
う
と
し
た
者
が
寺
を
後
継
し
た
独
身
女
性
で

あ
り
、
縁
組
は
子
に
寺
の
跡
取
り
を
事
実
上
強
制
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
不
許
可
に
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て

も
わ
が
国
の
養
子
縁
組
に
お
け
る
養
親
の
選
択
の
方
式
は
、
未
だ
家
の
後
継
や
養
親
の
老
後
の
扶
養
を
確
保
す
る
目
的
な
ど
の
親
側

に
好
都
合
な
決
め
方
で
、
福
祉
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
未
成
年
養
子
縁
組
の
場
合
だ
け
で
も
、
子
の
養
育
の
た
め
よ
り
良
い
親
を
選
択

で
き
る
制
度
に
改
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
な
お
、
同
事
例
で
も
事
実
上
の
養
親
子
関
係
継
続
と
成
年
後
縁
組
す
る
自
由
が
あ
る
。

六
○
の
判
例
に
お
い
て
は
、
民
法
八
一
八
条
の
解
釈
と
し
て
、
単
独
親
権
者
で
あ
る
養
親
が
死
亡
し
た
場
合
に
実
親
の
親
権
を
復

活
さ
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
お
そ
ら
く
「
養
親
が
死
ん
で
も
、
養
子
は
養
家
の
跡
取
り
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
、
「
実

親
の
親
権
を
復
活
さ
せ
る
と
、
養
子
が
養
家
の
相
続
し
た
遺
産
を
実
親
の
も
と
へ
持
っ
て
戻
る
」
か
と
心
配
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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そ
う
で
な
け
れ
ば
、
養
育
で
き
る
実
親
の
な
い
未
杢
挫
笙
十
だ
け
の
養
子
制
度
で
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
未
成
年
子
の
た
め
に
実
親

の
養
育
よ
り
良
い
と
一
般
的
に
言
え
な
い
と
こ
ろ
の
後
見
を
開
始
さ
せ
る
合
理
的
根
拠
が
な
い
。

死
ん
だ
息
子
の
嫁
の
方
な
ら
、
民
法
七
二
八
条
二
項
の
姻
族
関
係
終
了
意
思
表
示
や
再
婚
に
よ
っ
て
、
嫁
ぎ
先
の
家
か
ら
自
由
に

離
脱
で
き
る
か
ら
、
家
産
を
移
譲
し
て
あ
っ
た
息
子
が
先
に
死
亡
す
る
と
、
家
族
協
定
で
対
処
策
が
明
記
さ
れ
て
な
い
と
き
、
嫁
が

財
産
を
相
続
し
た
後
に
実
家
へ
戻
っ
た
り
、
他
家
へ
再
婚
す
る
こ
と
も
起
り
う
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
養
子
が
養
親
死
亡
後
に
養

家
と
縁
を
切
る
意
思
表
示
の
制
度
は
な
い
か
ら
、
た
と
え
実
親
の
親
権
を
復
活
さ
せ
た
と
し
て
も
、
養
家
の
後
継
ぎ
を
す
る
養
子
の

地
位
に
変
り
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
実
親
が
未
成
年
子
を
養
育
で
き
る
状
況
に
な
い
な
ら
、
実
親
の
方
で
改
め
て
養
育

の
た
め
に
後
見
を
開
始
さ
せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
。
そ
こ
で
他
家
と
の
二
重
の
縁
組
も
許
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

養
親
の
死
亡
後
に
養
子
が
養
家
の
後
継
者
と
し
て
の
祭
祀
等
の
責
務
を
果
す
か
ど
う
か
は
、
養
親
に
よ
る
養
子
の
選
択
と
教
育
等

の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
不
安
が
あ
る
な
ら
、
養
子
と
の
間
の
親
子
契
約
で
跡
取
義
務
を
確
約
す
る
か
、
そ
の
義
務
を
果
せ
な

く
な
っ
た
事
態
の
対
策
と
し
て
、
養
子
に
さ
ら
に
縁
組
を
す
る
な
り
さ
せ
後
継
者
確
保
を
義
務
づ
け
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は

民
法
八
一
八
条
の
ま
ま
で
も
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
や
運
用
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
の
な
ら
、
立
法

論
と
し
て
そ
の
よ
う
な
扱
い
が
で
き
る
よ
う
に
主
張
し
た
い
。

五
四
や
五
五
な
ど
の
事
例
で
、
法
定
代
理
人
と
利
益
相
反
の
未
成
年
者
の
た
め
の
特
別
代
理
人
を
家
裁
が
選
任
（
民
法
八
二
六
条
。

八
六
○
条
）
す
る
場
合
に
、
家
裁
は
特
別
代
理
人
が
未
成
年
者
の
利
益
を
守
る
よ
う
選
任
監
督
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
と
規
定
さ
れ

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
親
権
者
や
後
見
人
の
推
薦
す
る
「
影
武
者
」
的
人
物
を
も
慢
然
と
選
任
し
、
監
督
も
せ
ず
に
放
置
す
る
と
し

た
ら
、
無
能
力
者
保
護
の
た
め
の
特
別
代
理
人
選
任
制
度
の
立
法
目
的
が
忘
却
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
解
釈
論
次
元
で
の
適

切
な
運
用
で
済
む
と
思
う
が
、
そ
う
で
な
い
な
ら
家
裁
の
注
意
義
務
等
の
明
文
化
を
主
張
す
る
。
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七
一
の
判
例
で
も
家
裁
の
監
督
責
任
の
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
家
裁
は
相
続
財
産
の
た
め
に
選
任
し
た
管
理
人
の
職
務
上
の

善
管
注
意
義
務
を
担
保
す
る
監
督
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
も
、
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
当
然
だ
と
思
う
が
、
管
理
人
の
窓
意
か
怠

慢
に
よ
っ
て
、
た
ま
た
ま
国
庫
も
借
地
権
の
存
続
露
継
を
望
ま
な
か
っ
た
事
（
情
も
重
な
り
、
重
要
な
財
産
権
で
あ
る
借
地
権
と
、
そ

の
上
に
居
件
羅
悴
侍
の
た
め
存
続
を
欲
す
る
者
達
が
持
つ
捨
象
権
と
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
坐
疸
蓼
権
者
達
が
家
裁

と
管
理
人
に
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
し
て
な
い
か
ら
、
裁
判
で
問
題
に
な
っ
て
な
い
よ
う
だ
が
、
家
裁
と
相
続
財
産
管
理
人
の
注
意

襲
務
を
明
文
化
し
な
い
ま
ま
で
は
同
信
二
家
人
の
よ
う
な
相
鱒
麓
鳰
鱈
有
的
立
場
の
者
達
を
保
穫
で
き
な
い
な
ら
そ
の
立
法
化
を
望
む
。

八
○
の
死
亡
退
職
金
と
八
一
の
生
命
保
険
金
の
請
求
権
の
恒
極
性
に
関
す
る
判
例
で
、
両
者
が
相
眼
続
の
対
象
で
な
い
と
判
示
し
て

い
る
。
た
し
か
に
一
次
的
に
は
、
判
決
ど
お
り
適
族
や
指
定
受
取
人
の
扶
養
の
た
め
の
固
有
の
宮
達
弩
支
給
権
と
解
し
て
い
い
と
思
っ

て
い
る
が
、
定
年
や
満
期
で
’
本
人
が
受
給
し
た
後
に
死
亡
し
た
な
ら
、
現
存
利
益
が
相
続
財
産
に
合
流
す
る
し
、
両
藷
雫
求
横
と
も
受

給
額
が
特
別
辱
く
益
と
し
て
共
同
粕
埠
砿
△
間
と
相
続
分
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
と
、
退
職
金
に
は
給
与
の
後
唾
払
い
的
性
格
も
あ
り
、
保
険

金
で
は
指
定
受
取
人
が
先
に
死
ん
だ
り
、
妻
子
の
よ
う
な
指
定
に
適
す
る
家
族
が
な
い
娼
苔
も
あ
る
か
ら
、
判
旨
の
よ
う
堕
垣
喜
支

取
人
が
な
い
と
き
だ
け
相
続
性
を
認
め
る
扱
い
も
適
切
で
な
い
。
さ
ら
に
年
金
の
本
人
が
遺
族
と
認
め
ら
れ
う
る
妾
と
の
駆
落
ち
な

ど
で
家
を
出
て
、
正
妻
の
方
が
夫
の
家
垣
蓉
族
を
守
る
こ
と
も
あ
る
し
、
生
計
を
共
に
し
た
遺
族
と
認
め
ら
れ
う
る
者
が
い
な
い
場

合
に
、
支
給
義
務
者
を
魚
際
し
て
利
鰹
き
せ
る
よ
り
、
相
続
人
の
相
続
を
認
め
、
相
続
人
が
な
い
と
き
も
相
号
極
憤
権
者
を
満
足
さ
せ

る
た
め
に
相
》
露
財
産
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
れ
も
里
芥
化
が
必
要
で
あ
る
な
ら
二
重
性
質
的
な
規
定
を
主
張
し
た
い
。

次
の
事
案
は
判
卸
法
理
運
用
の
次
元
で
解
決
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
一
五
の
有
責
配
偶
者
か
ら
の
裁
判
離
婚
の
判
例
で
、
角

田
・
林
の
両
判
事
の
意
見
の
よ
う
な
財
産
『
分
与
の
付
醤
岫
認
容
は
、
離
婚
判
決
後
の
新
規
提
訴
の
負
担
に
よ
っ
て
事
電
実
上
放
棄
さ
せ
て

し
ま
っ
た
り
す
る
運
用
よ
り
秀
れ
て
い
る
し
、
判
例
法
が
確
立
し
た
前
述
の
離
婚
認
容
要
件
と
し
て
の
苛
麟
》
条
項
を
活
用
と
し
て
、
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八
、
判
例
法
の
発
展
に
不
可
欠
な
裁
判
批
判

処
理
可
能
な
限
度
を
超
え
た
事
件
数
を
か
か
え
懸
命
に
判
決
を
書
い
た
裁
判
官
か
ら
、
「
学
者
が
比
較
的
気
楽
に
判
例
批
判
を
す

る
こ
と
は
不
愉
快
だ
」
と
い
う
反
発
も
あ
る
だ
ろ
う
。
「
批
判
を
予
想
す
る
と
判
決
を
速
く
は
書
き
に
く
い
か
ら
、
裁
判
の
こ
と
は

車
餉
豈
融
塞
団
で
あ
る
司
法
機
関
に
無
条
件
で
委
せ
て
欲
し
い
」
と
か
、
「
裁
判
批
判
か
ら
司
法
橋
の
独
立
を
守
り
た
い
」
と
い
っ
た

見
解
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
司
法
権
の
独
立
と
は
、
内
關
晴
司
法
内
部
の
権
力
か
ら
個
々
の
裁
判
官
の
地
位
と
職
務
上

の
独
立
を
守
る
こ
と
が
中
心
で
あ
っ
て
、
権
力
の
な
い
学
者
や
マ
ス
コ
ミ
の
言
論
を
う
る
さ
が
る
こ
と
で
は
な
い
。

理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
敢
え
て
大
上
段
に
か
ま
え
た
言
い
方
を
す
る
と
、
「
法
や
国
家
権
｝
力
の
制
度
は
、
人
間
の
宰
空
福
追
求
の

条
件
作
り
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
国
民
を
支
配
服
従
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
の
が
民
主
主
義
の
基

本
的
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
が
誰
に
も
気
兼
ね
な
く
迅
速
に
判
決
書
き
を
す
る
目
的
か
ら
、
裁
判
批
判
を
す
る
学

税
や
マ
ス
コ
ミ
を
敵
視
す
る
こ
と
は
、
司
法
等
の
権
力
の
都
合
を
優
先
す
る
専
制
主
譲
的
発
想
で
あ
っ
て
、
正
義
の
実
現
に
よ
っ
て

国
民
へ
奉
仕
す
る
と
い
う
民
主
的
裁
判
の
使
命
と
は
相
反
す
る
。

で
た
ら
め
な
裁
判
批
判
で
あ
れ
ば
、
論
理
の
優
劣
が
明
白
で
あ
る
か
ら
、
白
展
淘
汰
さ
れ
て
ゆ
く
し
、
軽
卒
な
批
判
な
ど
も
適
切

な
論
争
の
中
で
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
慎
む
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
間
違
っ
た
言
論
を
禁
ず
る
た
め
の
事
前
の
検
閲
を
せ
ず
に
、

自
由
な
論
争
を
放
置
す
る
の
が
言
論
の
一
臼
田
で
あ
り
、
民
主
社
会
の
鮮
曄
竃
発
展
に
不
可
欠
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

法
律
実
務
家
の
こ
れ
ま
で
の
著
作
や
論
文
に
貴
重
な
も
の
が
多
か
っ
た
し
、
裁
判
官
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
傍
論
か
退
官
後
の
薯
侘
叩

離
婚
後
に
苛
酷
に
な
ら
な
い
か
否
か
の
要
件
の
中
間
確
認
的
処
理
と
し
て
、
苛
酷
に
な
ら
な
い
よ
う
に
財
産
分
与
や
慰
謝
料
の
条
件

を
つ
け
た
ら
い
い
と
思
う
。



琉大法学第48号 (1992） 352

で
で
も
い
い
か
ら
、
書
か
な
く
て
は
い
ら
れ
な
い
課
題
に
つ
い
て
発
表
し
、
法
学
論
争
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
期
待
す
る
。

判
例
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
も
、
揚
足
取
り
で
な
く
、
正
義
を
探
究
す
る
建
設
的
姿
勢
で
取
り
組
み
合
う
な
ら
、
説
得
力
あ
る
鮮

や
か
な
論
理
を
展
開
で
き
る
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
も
裁
判
に
対
す
る
批
判
や
運
動
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
誤
判
を
減
ら
し
、
冤
罪
事
件
の
解
決
を
促
進
し
、
既
存
法

理
の
み
に
よ
る
被
害
者
救
済
の
困
難
で
あ
っ
た
新
領
域
、
す
な
わ
ち
公
害
。
悪
徳
商
法
・
過
労
死
等
に
つ
い
て
、
解
決
の
た
め
の
新

法
理
を
創
造
す
る
原
動
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
裁
判
所
の
方
は
、
先
箪
裁
判
官
等
の
面
子
や
対
応
時
間
節
減
の
た
め
再
審
開
始

等
に
消
極
的
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
裁
判
官
が
警
察
の
自
動
車
速
度
レ
ー
ダ
ー
測
定
へ
の
過
信
か
ら
、
現
場
検
証
も
不

要
だ
と
し
て
有
罪
判
決
を
下
し
、
被
告
人
が
当
初
の
交
通
切
符
の
僅
か
の
反
則
金
で
済
む
こ
と
に
我
慢
せ
ず
、
真
実
を
証
明
す
る
た

め
二
百
万
円
相
当
の
手
間
暇
を
か
け
た
誤
判
事
件
な
ど
も
、
国
民
の
刑
事
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
実
質
的
保
障
の
点
で
警
鐘
を
鳴
ら

し
た
事
例
で
あ
る
と
考
え
る
。

最
近
の
判
例
の
中
で
、
箪
者
が
裁
判
批
判
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
判
決
に
つ
い
て
述
べ
る
。

那
覇
地
裁
沖
縄
支
部
平
成
三
年
四
月
二
五
日
判
決
す
な
わ
ち
「
米
軍
用
地
小
作
人
訴
訟
判
決
」
は
、
戦
前
の
小
作
地
が
米
軍
基
地

に
囲
い
込
ま
れ
た
事
態
を
、
「
行
使
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
権
利
の
上
に
寝
て
い
た
」
と
言
え
な
か
っ
た
か
ら
、
旧
製
糖
会
社
の

所
有
権
を
継
ぐ
被
告
が
主
張
し
て
中
心
的
争
点
と
な
っ
て
い
た
「
小
作
権
の
時
効
消
滅
」
を
認
容
せ
ず
、
次
に
要
約
す
る
よ
う
な
弁

論
に
登
場
し
な
い
論
理
に
よ
っ
て
、
小
作
権
が
消
滅
し
た
と
判
示
し
て
い
る
。

「
沖
縄
製
糖
が
本
件
土
地
を
賃
借
権
者
に
使
用
収
益
さ
せ
る
義
務
は
、
米
軍
が
布
令
二
○
号
に
よ
っ
て
正
式
に
賃
借
権
を
取
得
し

て
以
降
、
将
来
に
向
っ
て
確
定
的
に
履
行
不
能
に
な
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
、
「
…
…
右
の
如
く
不
能
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
こ
れ
に
よ
り
賃
貸
借
の
趣
旨
が
達
成
さ
れ
な
く
な
る
結
果
、
そ
の
不
能
が
い
ず
れ
の
帰
實
事
由
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
賃
貸
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借
契
約
は
当
然
に
終
了
す
る
」
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。

こ
の
判
示
部
分
で
疑
問
を
感
ず
る
表
現
と
し
て
、
「
将
来
に
向
っ
て
確
定
的
に
履
行
不
能
…
…
」
と
は
、
米
国
が
基
地
を
永
久
的

に
返
還
し
な
い
と
事
実
認
定
し
た
つ
も
り
な
の
か
？
、
「
右
の
如
く
不
能
…
…
」
と
は
、
米
軍
基
地
化
を
不
可
抗
力
な
み
に
扱
う
つ

も
り
な
の
か
？
、
「
賃
貸
借
の
趣
旨
」
を
現
実
的
使
用
収
益
権
能
だ
け
に
限
定
し
、
土
地
収
用
等
の
際
に
賃
借
権
が
無
補
償
で
消
滅

す
る
と
で
も
言
う
の
か
？
、
「
帰
貿
事
由
」
の
帰
属
を
問
わ
な
い
不
能
に
よ
る
契
約
関
係
終
了
が
日
本
法
の
中
に
あ
り
う
る
の
か
？
、

論
旨
が
法
律
屋
的
表
現
駆
使
に
酔
っ
て
支
離
滅
裂
に
な
っ
た
と
思
え
る
が
、
本
稿
で
詳
細
に
論
及
す
る
余
裕
が
な
い
。
そ
こ
で
篭
者

が
指
摘
し
た
い
問
題
は
、
軍
用
地
料
を
所
有
権
者
に
だ
け
支
払
い
続
け
、
小
作
人
か
ら
の
問
題
提
起
に
も
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
米
軍

側
と
、
そ
の
姿
勢
を
踏
璽
し
て
い
る
日
本
政
府
を
も
、
共
同
被
告
と
す
る
こ
と
が
事
実
上
困
難
で
あ
る
日
米
安
保
体
制
に
も
あ
る
が
、

同
判
決
が
民
事
訴
訟
の
当
事
者
弁
論
主
義
も
破
り
、
弁
論
に
出
て
な
い
論
理
を
新
た
に
裁
判
官
が
加
え
て
、
さ
も
な
い
と
敗
訴
す
る

よ
う
な
当
事
者
の
方
を
勝
訴
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
裁
判
官
全
体
の
や
り
方
で
な
い
と
信
じ
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
筆
者
が
一
九
九
○
年
出
版
の
『
沖
縄
を
考
え
る
大
田
昌
秀

教
授
退
官
記
念
論
文
集
』
で
扱
っ
た
「
米
軍
用
地
違
憲
訴
訟
」
と
、
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
紙
一
九
九
一
年
六
月
一
一
・
三
日
の
朝
刊
に

投
稿
し
た
「
嘉
手
納
飛
行
場
所
有
権
確
認
訴
訟
」
と
の
両
判
決
と
も
、
占
領
国
・
復
帰
後
と
戦
時
中
の
日
本
政
府
に
よ
る
超
法
規
的

措
置
に
つ
い
て
、
何
等
の
是
正
や
補
償
を
す
る
こ
と
な
く
、
基
地
の
現
況
を
超
法
規
的
に
追
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

米
軍
用
地
小
作
人
訴
訟
の
判
決
文
中
に
、
「
敗
戦
と
い
う
国
家
の
異
常
事
態
に
伴
っ
た
権
利
な
い
し
地
位
を
失
い
、
あ
る
い
は
不

利
益
を
被
り
、
し
か
も
そ
れ
を
回
復
で
き
な
い
で
い
る
の
は
、
ひ
と
り
原
告
ら
ま
た
は
そ
の
先
代
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
者
の
一
部
を
救
済
す
る
た
め
に
、
特
殊
な
法
創
造
す
る
こ
と
が
公
平
・
平
等
の
理
念
に
合
致
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
到

底
で
き
な
い
。
」
と
し
て
、
敗
戦
後
の
日
米
安
保
が
現
実
に
小
作
権
を
「
権
利
停
止
」
さ
せ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
と
ら
え
方
を
不
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筆
者
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
判
決
の
予
想
が
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
法
定
安
定
性
を
損
ね
、
国
民
が
訴
訟
に
よ
る
権
利
救
済

錆
求
を
断
念
す
る
要
因
に
な
る
と
い
う
借
蔭
径
で
あ
る
。
も
っ
と
も
提
訴
件
数
の
減
少
は
、
多
忙
な
裁
判
所
の
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
示
談
屋
等
の
繁
盛
が
豊
か
な
民
主
社
会
の
象
徴
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

裁
判
批
判
が
手
控
え
ら
れ
た
り
手
緩
か
っ
た
り
す
る
と
、
沖
縄
の
基
地
裁
判
の
よ
う
な
判
決
が
全
国
で
も
ま
か
り
通
る
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。
と
く
に
沖
縄
存
圧
」
の
筆
若
に
は
、
司
法
権
と
裁
判
を
監
視
す
る
必
要
を
痛
感
さ
れ
る
昨
今
で
あ
る
。

公
平
な
特
殊
法
創
造
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
沖
縄
の
米
軍
基
地
訴
訟
で
救
済
を
求
め
て
い
る
権
利
は
、
本
土
他
府
県
で

適
切
な
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
沖
縄
の
場
合
だ
け
敗
戦
の
み
な
ら
ず
日
本
政
府
が
米
国
へ
施
政
権
を
移
譲
し
て
い
た

こ
と
が
解
決
を
遅
延
さ
せ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
天
災
被
害
な
み
に
判
断
す
る
の
は
戦
争
被
害
の
超
法
規
的
拡
大
解
釈
で
あ
る
。

同
じ
制
定
法
主
義
の
諸
外
国
に
比
較
し
て
ど
の
程
度
な
の
か
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
日
本
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
判
決
の

予
測
が
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
新
訴
訟
物
理
論
の
裁
判
官
へ
の
普
及
の
結
果
そ
う
な
っ
た
の
か
、
裁
判
が
当
事
者

の
攻
撃
防
御
へ
の
中
立
的
審
判
か
ら
事
案
の
後
見
的
評
価
へ
と
機
能
が
変
質
し
つ
つ
あ
る
せ
い
な
の
か
、
筆
者
の
能
力
や
知
識
で
解

答
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と
基
本
的
な
釈
明
権
行
使
の
限
界
付
け
の
是
非
や
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
も
、
先
学
の
御
教
授
を

乞
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。


