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縁
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わ
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三
教
授
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す
る
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無
効
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判
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有
効
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る
判
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特
別
法
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扱
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い

比
較
法
的
考
察

士
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説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
わ
た
く
し
は
、
か
っ
て
「
内
縁
の
概
念
」
と
い
う
小
論
に
お
い
て
、
　
「
内
縁
と
は
、
届
出
が
な
い
た
め
に
法
律
上
は
婚
姻
と
は
認
め
難

説
　
い
が
、
両
当
事
者
に
婚
姻
の
意
思
が
あ
り
、
重
婚
や
近
親
婚
で
な
い
関
係
で
あ
っ
て
、
法
律
も
婚
姻
に
準
じ
て
取
り
扱
う
べ
き
関
係
で
あ

論
る
」
と
定
義
し
た
。
わ
た
く
し
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
　
「
婚
姻
と
は
社
会
的
に
正
当
と
承
認
さ
れ
る
一
男
一
女
の
永
続
的
結
合
関
係
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壬ム．

ll｝旧

で
あ
る
・
　
し
た
が
っ
て
、
　
そ
の
関
係
が
事
実
上
の
婚
姻
　
　
す
な
わ
ち
内
縁
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
一
男
一
女
の
自
由

意
思
に
基
づ
く
排
他
的
独
占
的
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
の
故
に
、
　
例
え
ば
あ
る
人
に
妻
（
勿
論
法
律
上
の
）
と
内
縁
の

妻
が
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
あ
る
人
に
内
縁
の
妻
が
数
人
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
た

と
え
当
事
者
が
主
観
的
に
か
か
る
関
係
を
婚
姻
関
係
と
信
じ
、
あ
る
い
は
第
三
者
が
そ
の
よ
う
に
評
価
し
て
も
、
そ
れ
は
認
め

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
内
縁
関
係
を
認
め
ん
と
す
る
時
は
、
同
一
人
物
に
つ
き
、
法
律
上
の
配
偶
者
が
な
い
こ
と
、
他
に

は
内
縁
晦
関
係
の
存
在
し
な
い
一
1
事
実
上
の
一
夫
一
婦
婚
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
的
条
件
と
な
る
。
か
く
て
、
例
え
ば
重
婚
的
内

縁
と
か
・
あ
る
い
は
公
序
良
俗
違
反
の
内
縁
と
い
う
が
如
き
問
題
は
発
生
す
る
余
地
が
な
い
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
拙
論
に
対
し
・
近
時
・
黒
木
三
郎
教
授
か
ら
禦
判
を
う
け
た
転
二
野
、
わ
た
く
し
が
轟
的
内
縁
等
の
公
鷺
俗
疫
の
内
縁

に
つ
い
て
、
婚
姻
的
効
果
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
肯
定
し
得
な
い
、
と
さ
れ
る
。

ま
た
・
我
妻
栄
教
授
は
・
そ
の
亜
族
法
L
（
三
虎
法
律
学
全
集
）
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
拙
論
の
一
部
に
触
れ
つ
つ
、
わ
た

く
し
と
は
反
対
の
立
場
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
・
最
近
・
畜
武
男
助
教
授
は
・
大
器
内
縁
の
研
究
L
（
拶
著
わ
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
蚕
婚
的
内
縁
と
そ
の
効

果
」
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
、
お
よ
そ
こ
の
問
題
に
関
す
る
、
学
説
、
判
例
、
特
別
法
上
の
取
扱
い
、
等
に
わ
た
っ
て
極
め
て
豊
富
な
資

料
を
集
大
成
さ
れ
た
が
・
氏
自
身
の
立
た
れ
る
立
場
は
、
重
婚
的
内
縁
「
有
効
説
」
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
の
そ
れ
と
は
全
く
対
蹴
的
で

あ
る
・
こ
の
意
味
に
お
い
て
・
わ
た
く
し
た
ち
の
「
無
効
説
」
な
い
し
「
厳
格
説
」
は
い
ま
や
古
く
さ
い
旧
説
に
お
ち
い
っ
た
か
の
如
く

に
も
み
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
く
し
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
、
反
省
す
べ
き
は
反
省
し
、
主
張
す
べ
き
も
の
は
さ
ら

に
今
一
度
主
張
す
べ
き
責
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
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（一

j
大
原
長
和
「
内
縁
の
概
念
」
中
川
善
之
助
教
授
還
暦
記
念
家
族
法
体
系
H
婚
姻
昭
和
三
十
四
年
二
六
九
頁
一
二
九
一
頁
。

（
二
）
黒
木
三
郎
「
婚
姻
の
成
立
と
内
縁
」
青
山
道
夫
教
授
還
暦
記
念
家
族
の
法
社
会
学
昭
和
四
十
年
二
〇
三
頁
－
二
二
六
頁
。

（
三
）
我
妻
栄
「
親
族
法
」
法
律
学
全
集
二
一
二
巻
昭
和
三
十
六
年
策
一
章
婚
姻
第
四
節
婚
姻
予
約
と
婚
約
．
内
縁
第
二
款
内
縁
一
九
五
頁
1
一
二
一
〇
頁
。

（
四
）
太
田
武
男
「
内
縁
の
研
究
」
昭
和
四
十
年
本
論
第
三
章
内
縁
の
成
立
と
そ
の
効
果
第
三
節
重
婚
的
内
縁
と
そ
の
効
果
＝
二
七
頁
一
一
八

　
三
頁
。
本
書
は
約
千
頁
に
お
よ
ぶ
大
著
で
あ
り
、
内
縁
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
お
よ
そ
内
縁
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を

　
考
察
し
て
お
り
、
ま
た
内
縁
に
関
す
る
戦
前
戦
後
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
判
例
を
集
成
し
て
い
る
。
拙
論
は
氏
と
は
対
蹴
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る

　
が
、
資
料
そ
の
他
の
面
に
お
い
て
、
拙
論
が
本
書
に
負
う
処
大
で
あ
る
。

二
、
三
教
授
に
対
す
る
批
判

内縁と公序良俗（大原）

　
ま
ず
、
黒
木
教
授
の
わ
た
く
し
に
対
す
る
批
判
か
ら
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
わ
た
く
し
が
、
　
「
法
律
が
問
題
と
す
る
内
縁
は
常
に
公
序

良
俗
に
違
反
し
な
い
内
縁
だ
け
で
あ
る
」
と
し
、
　
「
内
縁
が
事
実
と
し
て
存
在
す
る
た
め
の
要
件
と
、
事
実
と
し
て
存
在
す
る
内
縁
が
国

家
か
ら
準
婚
民
器
を
受
け
る
た
め
の
要
件
と
は
、
明
確
に
区
別
し
て
観
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
じ
め
か
ら
公
序
良
俗
違
反
と
分
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

て
い
る
関
係
を
婚
姻
同
様
に
保
護
し
よ
う
か
ど
う
か
と
考
え
る
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
る
」
　
と
強
調
し
た
の
に
対
し
、
　
黒
木
氏
は
、

「
内
縁
に
準
婚
的
効
果
的
効
果
と
し
て
婚
姻
的
効
果
の
う
ち
氏
の
同
一
性
、
子
の
嫡
出
推
定
、
相
続
権
を
除
く
す
べ
て
を
認
む
べ
き
関
係

に
つ
い
て
は
、
大
原
説
を
支
持
し
た
い
。
し
か
し
、
不
適
皆
済
、
重
婚
的
内
縁
、
近
親
婚
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
民
法
の
規
定
す
る

近
代
的
婚
姻
の
価
値
観
に
違
反
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
婚
姻
効
果
を
全
面
的
に
否
定
し
去
る
こ
と
に
つ
い
て
は
肯
定
し
得
な
い
の
で

　
　
　
ニ
　

あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
氏
は
、
　
「
重
婚
的
内
縁
に
つ
い
て
は
、
旧
く
は
こ
れ
を
無
効
と
す
る
判
例
が
多
か
っ
た
が
、
近

時
は
こ
れ
を
緩
和
し
」
て
来
て
お
り
、
重
婚
的
内
縁
も
必
ず
し
も
公
序
良
俗
に
反
せ
ず
、
法
律
上
の
保
護
に
値
す
る
関
係
と
み
る
判
例
も
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受∠」

肖冊 説

い
く
つ
か
現
れ
て
お
り
、
判
例
は
、
　
「
事
実
関
係
の
分
析
に
当
っ
て
は
概
念
法
学
的
画
一
化
を
避
け
て
、
婚
姻
的
事
実
に
対
す
る
具
体
的

な
価
値
判
断
に
も
と
づ
い
た
取
扱
を
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
拙
論
を
「
肯
定
し
得
な
い
」
理
由
を
理
論
的
に
構
成
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
氏
は
基
本
的
立
場
と
し
て
、
　
「
法
律
婚
主
義
」
に
批
判
的
で
あ
り
、
　
「
事
実
婚
主
義
」
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
　
内
縁
に
か
ら
ま
る
種
々
の
悶
題
も
、
　
「
届
出
主
義
の
廃
止
に
よ
っ
て
終
止
符
が
う
た
れ
る
」
と
し
て
、
立
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

論
を
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
．
る
が
、
立
法
論
そ
の
も
の
が
傾
聴
す
べ
き
も
の
を
含
む
と
し
て
も
、
現
行
法
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
重
婚
的
内
縁
の
問
題
を
い
か
に
理
論
構
成
す
る
か
は
、
自
ら
別
個
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
氏
の
所
説
か
ら
推
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
「
内

縁
成
立
の
要
件
を
厳
格
化
し
、
そ
の
成
立
を
認
め
た
な
ら
ば
婚
姻
の
効
力
を
最
大
限
準
用
す
べ
き
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
の
、
　
「
婚
姻

規
定
の
適
用
は
、
で
き
る
だ
け
狭
め
て
届
出
の
み
な
き
実
質
的
要
件
を
全
て
そ
な
え
た
事
実
婚
関
係
に
限
定
し
、
他
は
す
べ
て
場
合
に
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

じ
て
個
別
的
判
断
に
委
ね
、
一
般
理
論
に
よ
っ
て
保
護
救
済
を
考
え
る
こ
と
で
十
分
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

な
ら
ば
、
結
果
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
主
張
と
大
差
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
つ
ぎ
に
我
妻
教
授
の
御
批
判
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
我
妻
教
授
は
「
重
婚
的
内
縁
は
準
婚
関
係
と
し
て
の
法
の
保
護
の
外
に
お
く
と
一
線
を
画
し
、
そ
こ
に
生
ず
る
法
律
問
題
は
内
縁
以
外

の
法
理
を
も
っ
て
妥
当
な
解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
態
度
も
あ
り
う
る
。
強
い
て
反
対
し
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
社
会
的
事
実

と
し
て
の
内
縁
を
一
応
す
べ
て
内
縁
と
し
、
法
律
的
規
律
を
与
え
る
時
に
、
当
該
内
縁
の
性
格
を
吟
味
し
、
各
場
合
に
つ
い
て
そ
の
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

を
勘
案
す
る
方
が
一
層
妥
当
だ
と
考
え
る
」
と
い
わ
れ
る
。

　
し
か
し
て
、
　
「
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
内
縁
に
伴
う
法
律
関
係
の
多
面
性
で
あ
る
。
第
一
に
、
共
同
生
活
に
お
け
る
財
産
共
有
の
推
定

（
七
六
二
条
）
や
日
常
の
家
事
に
つ
い
て
の
連
帯
性
（
七
六
一
条
）
な
ど
、
対
第
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
重
婚
的
内
縁
の
故
に
こ
れ
を

否
定
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
当
事
者
の
保
護
と
い
う
関
係
に
限
定
し
て
も
、
前
記
の
判
決
（
昭
和
三
一
年
の
大
阪
地
裁
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内縁と公序良俗（大原）

の
判
決
）
に
現
わ
れ
た
内
縁
の
妻
の
賃
借
権
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
σ
第
三
に
、
最
も
制
限
に
値
す
る
の
は
、
不
当
破
棄
者
に
対

す
る
損
害
賠
償
の
請
求
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
さ
え
、
一
方
が
善
意
で
あ
る
場
．
合
や
、
法
律
上
の
婚
姻
が
事
実
上
離
婚
状
態

に
あ
る
場
合
に
は
、
特
例
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ
る
。

　
教
授
の
い
わ
れ
る
「
社
会
的
事
実
と
し
て
の
内
縁
を
一
応
す
べ
て
内
縁
」
と
す
る
、
と
い
う
意
味
は
、
充
分
に
理
解
し
難
い
処
も
あ
る

が
、
重
婚
的
内
縁
も
内
縁
と
し
て
取
り
扱
っ
て
よ
い
、
と
の
趣
旨
と
と
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
う
え
で
、
　
「
各
場
合
に
つ

い
て
そ
の
効
果
を
勘
案
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
い
わ
ゆ
る
「
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
」
で
処
理
せ
よ
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
具
体
的
に
も
っ
と
も
妥
当
な
解
決
を
与
え
よ
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
勿
論

異
論
は
な
い
が
、
実
務
家
と
し
て
は
と
も
角
、
い
か
に
「
内
縁
に
伴
う
法
律
関
係
が
多
面
性
で
あ
る
」
　
と
し
て
も
　
（
内
縁
に
限
ら
ず
、

あ
ら
ゆ
る
法
律
関
係
は
多
面
的
で
あ
り
、
法
の
予
測
し
え
ざ
る
複
雑
な
新
し
い
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
）
、
そ
の
困
難
性
を
克
服
し
て
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
理
論
を
確
立
し
て
問
題
を
整
理
し
体
系
化
し
、
そ
の
立
場
か
ら
他
の
学
説
や
判

例
等
を
批
判
し
て
行
く
べ
き
責
務
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
最
後
に
、
太
田
助
教
授
の
所
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
氏
は
コ
夫
多
妻
的
な
婚
姻
形
態
が
支
配
的
な
状
態
の
も
と
に
お
い
て
な
ら
と
も
か
く
、
一
夫
一
婦
制
の
婚
姻
形
態
が
確
立
さ
れ
て
い

る
現
行
民
法
秩
序
の
も
と
に
お
い
て
は
、
配
偶
者
あ
る
者
が
、
重
ね
て
他
の
者
と
性
的
関
係
に
入
る
こ
と
は
不
貞
と
し
て
離
婚
原
因
と
な

る
の
み
な
ら
ず
、
通
常
の
場
合
、
そ
れ
自
体
い
わ
ゆ
る
『
公
序
良
俗
』
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
い
う
を
侯
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

民
法
第
九
〇
条
に
違
反
す
る
行
為
と
し
て
無
効
で
あ
る
と
す
る
こ
の
見
解
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
元
来
、
民
法
総
則
の
規
定
は
、
原
則
と
し
て
、
親
族
・
相
続
法
の
領
域
に
は
親
し
ま
ず
、
婚
姻
が
　
『
婚
姻
の
意
思
な
き
と
き
』
と

『
婚
姻
の
届
出
な
き
と
き
』
に
無
効
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
民
法
総
則
編
の
無
効
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
と
く
に
そ
の
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了・△し

「i出1 説

旨
を
規
定
し
た
親
族
編
の
第
七
四
二
条
の
規
定
に
よ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
婚
姻
の
取
消
た
と
え
ば
詐
欺
・
強
追
に
よ
る
婚
姻
の

取
消
も
、
民
法
総
則
編
の
、
第
九
六
条
に
よ
り
取
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
、
と
く
に
そ
の
旨
を
規
定
し
た
親
族
編
の
第
七
四
七
条

の
規
定
に
よ
り
取
消
さ
れ
、
そ
の
効
果
も
総
則
の
取
消
の
場
合
と
異
っ
て
遡
及
し
な
い
（
七
四
八
条
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
と

考
え
合
わ
す
れ
ば
、
重
婚
的
内
縁
の
無
効
を
民
法
総
則
編
の
規
定
の
導
入
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
適
切
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

る
と
は
い
い
が
た
い
」
と
さ
れ
る
。

　
民
法
総
則
の
規
定
は
、
原
則
と
し
て
、
親
族
・
相
続
法
の
領
域
に
は
親
し
ま
な
い
の
だ
、
と
い
う
氏
の
主
張
に
は
、
一
般
論
と
し
て
賛

成
す
る
。
同
じ
民
法
と
い
う
一
つ
の
法
典
の
中
に
組
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
物
権
・
債
権
の
い
わ
ゆ
る
財
産
法
と
、
親
族
・
相
続
の
い
わ

ゆ
る
家
族
法
と
の
間
に
は
種
々
の
点
に
関
し
て
異
質
的
要
素
が
余
り
に
も
多
く
、
し
た
が
っ
て
、
民
法
総
則
の
規
定
に
は
、
親
族
・
相
続

法
の
中
に
、
幾
多
の
例
外
規
定
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
す
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
従
前
よ
り
「
身
分

法
の
総
則
的
珍
魚
．
．
と
か
・
「
親
族
法
の
総
論
的
構
齢
．
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
・
論
ぜ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
に
民
法
総
則
の
規
定
が
原
則
と
し
て
家
族
法
の
領
域
に
は
親
し
ま
な
い
と
は
い
え
、
形
式
的
に
は
民
法
全
体
の

総
則
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
家
族
法
の
中
に
、
特
に
、
総
則
の
適
用
を
排
除
す
る
か
、
ま
た
は
こ
れ
と
矛
盾
す
る
明
文
規

定
が
存
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
総
則
の
規
定
を
適
用
し
て
差
支
え
な
く
、
ま
た
適
用
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
婚
姻
が
「
婚
姻
の
意

思
な
き
と
き
」
と
「
婚
姻
の
届
出
な
き
と
き
」
に
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
民
法
総
則
の
無
効
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
と
く

に
そ
の
旨
を
規
定
し
た
親
族
法
の
第
七
四
二
条
の
規
定
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
外
に
、
氏
自
身
も
「
公
序
良
俗
」
に
反
す
る
行

為
だ
と
認
め
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
重
婚
的
内
縁
」
を
民
法
第
九
〇
条
に
違
反
す
る
行
為
と
し
て
、
そ
の
無
効
を
宣
言
す
る
こ
と
も
差
支
え

な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
つ
ぎ
に
氏
は
、
重
婚
的
内
縁
必
ず
し
も
公
序
良
俗
に
は
反
し
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
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「内縁と公序良俗（大原）

曰
く
、
　
「
第
二
の
婚
姻
関
係
に
入
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
第
一
の
婚
姻
関
係
を
解
消
（
法
律
的
意
味
に
お
け
る
解
消
）
し
た
上
で
、
第

二
の
配
偶
者
の
選
択
に
と
り
か
か
る
の
が
正
当
で
あ
り
望
ま
し
い
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
が
、
す
で
に
何
等
か
の
事
情
に
よ
っ
て
第
一

の
婚
姻
関
係
が
事
実
上
離
婚
状
態
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
た
ま
た
ま
好
配
偶
者
が
見
付
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
前

夫
（
前
妻
）
と
離
婚
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
も
し
く
は
そ
の
離
婚
手
続
と
平
行
し
て
第
二
の
話
を
す
す
め
る
こ
と
は
世
間
に
よ
く
あ

り
勝
ち
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
新
た
に
配
偶
関
係
に
入
ら
ん
と
す
る
相
手
方
も
前
号
の
解
消
手
続
は
近

々
の
う
ち
に
完
了
し
て
も
ら
え
る
も
の
と
信
じ
、
そ
の
手
続
（
法
律
上
の
手
続
）
の
完
了
を
ま
た
ず
に
婚
約
も
し
く
は
内
縁
関
係
に
入
る
こ

と
は
、
こ
れ
ま
た
世
間
に
そ
の
例
乏
し
く
な
く
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
世
人
も
、
右
の
行
為
を
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為

と
は
考
え
な
い
の
が
一
般
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
上
の
夫
婦
関
係
に
あ
る
者
が
、
他
に
異
性
を
求
め
て
そ
の
者
と

内
縁
関
係
に
入
ろ
う
と
す
る
行
為
そ
れ
自
体
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
間
の
事
情
如
何
に

よ
っ
て
は
、
と
く
に
前
婚
が
、
主
と
し
て
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
、
全
く
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
程
度
に
破
綻
し
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
は
い
い
切
れ
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
重
婚
的
内
縁
を
、
重
婚
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
常
に
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
無
効
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絶
対
的
無
効
と
し
て
取
扱
う
無
効
説
は
、
必
ず
し
も
当
を
え
た
見
解
で
あ
る
と
は
評
し
が
た
い
」
と
。

　
な
る
ほ
ど
、
事
実
と
し
て
は
、
　
「
前
夫
（
前
妻
）
と
離
婚
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
も
し
く
は
そ
の
離
婚
手
続
と
平
行
し
て
第
二
の

話
を
す
す
め
る
こ
と
は
世
間
に
よ
く
あ
り
勝
ち
な
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
相
手
方
が
、
前
婚
解
消
の
法
的
手

続
の
完
了
を
ま
た
ず
に
婚
約
も
し
く
は
内
縁
関
係
に
入
る
こ
と
が
「
公
序
良
俗
」
に
反
す
る
行
為
で
は
な
い
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

前
婚
の
解
消
を
予
定
し
て
、
い
わ
ば
停
止
条
件
付
で
婚
約
す
る
こ
と
一
そ
れ
は
む
し
ろ
「
婚
約
の
予
約
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
が
一
は
、
社
会
的
事
実
と
し
て
は
と
も
角
、
法
的
保
護
に
は
価
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ん
や
、
理
窟
解
消
の
法
的
手
続
の
完
了
を
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説
　
ま
た
ず
に
内
縁
関
係
に
入
ウ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
　
「
世
間
に
そ
の
例
乏
し
く
な
い
」
と
し
て
、
　
「
世
人
も
、
右
の
行
為
を
公
序
良
俗
に
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

論
ず
る
行
為
と
は
考
え
な
い
の
が
一
般
」
で
あ
ろ
う
か
。
い
な
、
一
般
に
は
、
そ
れ
は
「
な
す
べ
か
ら
ざ
る
」
こ
と
と
評
価
さ
れ
る
一

　
　
そ
の
意
味
で
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
わ
け
で
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
重
婚
的
内
縁
肯
定
説
に
対
し
て
、
賛
意
を
表
し
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
判
例
の
動

向
と
し
て
は
、
当
初
は
、
殆
ん
ど
す
べ
て
「
無
効
説
」
な
い
し
「
厳
格
説
」
　
で
あ
っ
た
も
の
が
、
　
後
に
は
「
有
効
説
」
な
い
し
「
緩
和

説
」
を
と
る
も
の
が
現
わ
れ
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
　
こ
こ
で
、
　
そ
れ
ら
の
判
例
を
．
再
吟
味
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
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（一

j
大
原
「
前
掲
論
文
」
二
九
〇
頁
註
田
。

（
二
）
黒
木
「
前
掲
論
文
」
二
二
〇
頁
。

（
三
）
黒
木
「
前
掲
論
文
」
二
二
一
頁
。
な
お
、
同
氏
「
婚
姻
成
立
に
お
け
る
両
性
の
合
意
」
愛
知
法
席
論
集
八
集
四
七
頁
、
同
「
法
律
婚
に
お
け
る

　
合
意
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
私
法
一
二
号
六
〇
頁
、
同
「
婚
姻
の
届
出
」
家
族
法
大
系
丑
婚
姻
一
〇
〇
頁
以
下
等
参
照
。

（
四
）
黒
木
教
授
は
、
ω
結
婚
式
場
を
登
録
制
に
し
、
挙
式
は
公
認
の
式
場
で
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
②
市
町
村
役
場
に
公
営
の
簡
易
結
婚
式
場

　
を
設
営
す
る
。
㈲
結
婚
登
録
係
官
の
権
限
を
強
化
し
、
実
質
的
要
件
の
審
査
権
限
を
与
え
、
且
つ
公
営
の
式
場
に
於
て
は
挙
式
権
者
の
代
行
的
地

　
位
に
任
ず
る
。
其
の
他
の
八
項
目
を
提
案
さ
れ
、
か
く
て
未
登
録
の
非
婚
的
関
係
に
対
し
て
は
、
婚
姻
の
成
立
を
認
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
切
の

　
婚
姻
効
果
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
非
婚
的
関
係
に
つ
い
て
保
護
す
べ
き
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
婚
姻
の
効
果
の
準
用
と
し
て
で
な

　
く
、
一
般
的
法
理
の
適
用
に
よ
っ
て
救
済
す
る
。
か
く
て
婚
姻
予
約
理
論
や
準
婚
理
論
に
よ
る
擬
制
は
不
要
と
な
り
、
も
は
や
内
縁
法
理
は
役
に

　
立
た
な
く
な
る
、
と
さ
れ
る
。
（
黒
木
、
「
前
掲
論
文
」
二
二
四
一
二
二
五
頁
。
）

（
五
）
黒
木
「
前
掲
論
文
」
二
二
一
頁
。

（
六
）
我
妻
「
前
掲
煮
閏
」
二
〇
〇
頁
。



（
七
）
太
田
「
前
掲
書
」
一
六
〇
頁
。

（
八
）
中
川
善
之
助
「
身
分
法
の
総
則
的
課
題
」
昭
和
十
六
年
。

（
九
）
沼
正
也
「
親
族
法
の
総
論
的
構
造
」
昭
和
三
十
年
。

（一

Z
）
太
田
「
前
掲
書
」
一
六
一
頁
。

三
、
無
効
説
に
よ
る
判
例

：内縁と公序良俗（大原）

　
ま
ず
、
重
婚
的
内
縁
を
否
定
し
た
判
例
で
あ
る
が
、
そ
の
数
が
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
い
ま
そ
の
幾
つ
か
の

判
例
を
挙
げ
て
、
そ
の
理
論
構
成
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
の
事
例
は
、
乙
男
に
正
妻
が
あ
っ
た
が
、
同
女
は
訴
外
需
男
と
姦
通
家
出
し
た
あ
と
、
　
粛
軍
に
対
し
、
　
目
下
離
婚
手
続
進
行
中

で
、
一
ヵ
月
後
に
は
手
続
完
了
す
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
上
正
式
に
婚
姻
の
届
出
を
な
す
と
の
約
束
の
も
と
に
、
乙
男
と
甲
女
は
事
実
上
の

夫
婦
関
係
に
入
り
同
棲
を
継
続
す
る
こ
と
一
年
数
ヵ
月
に
及
ぶ
も
、
乙
男
は
約
束
を
履
行
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
乙
男
の
両
親
か
ら
虐
待

・
侮
辱
を
受
け
た
の
で
、
甲
女
か
ら
乙
男
な
ら
び
に
そ
の
両
親
を
相
手
と
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
に
お
よ
ん
だ
事
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
大
審
院
は
、
　
「
凡
ソ
、
甲
女
ヵ
正
妻
ア
ル
乙
男
ト
事
実
上
ノ
夫
婦
関
係
ヲ
結
ヒ
タ
ル
ハ
、
正
妻
力
他
ノ
男
子
ト
姦
通
シ
テ
出
奔
シ
離

婚
手
続
ノ
準
備
中
ニ
シ
テ
且
ツ
乙
ニ
ハ
真
実
甲
ト
婚
姻
ス
ル
意
思
ナ
キ
ニ
拘
ラ
ス
之
ア
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
装
ヒ
テ
之
ヲ
欺
岡
シ
タ
ル
ニ
因
ル

ヵ
如
キ
場
合
ト
難
、
右
事
実
上
ノ
夫
婦
関
係
ヲ
結
ヒ
タ
ル
ハ
公
序
良
俗
二
反
ス
ル
行
為
ニ
シ
テ
、
乙
二
正
妻
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
り
ナ
カ
ラ
之

ヲ
為
シ
タ
ル
甲
力
、
其
ノ
結
果
貞
操
ヲ
躁
踊
セ
ラ
レ
精
神
上
苦
痛
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
其
ノ
損
害
ノ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
ハ
、
畢
寛
自

己
二
存
ス
ル
不
法
ノ
原
因
二
尉
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害
ノ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
斯
ル
請
求
二
対
シ
テ
ハ
民
法
第
七
百
八
条
三
不

ナ
レ
タ
ル
法
ノ
精
神
二
黒
ミ
、
敢
テ
保
護
ヲ
与
フ
ヘ
キ
限
り
ニ
ア
ラ
ス
」
（
大
倉
　
昭
和
一
五
年
七
月
六
日
判
決
　
民
集
一
九
巻
一
一
四
二

　
　
　
　
　
　
（
一
）

頁
）
と
判
示
し
九
。
　
こ
の
判
決
は
、
　
「
不
怯
原
因
給
付
」
　
の
理
論
の
準
用
で
、
重
婚
曲
内
縁
の
妻
の
請
求
を
斥
け
た
も
の
で
あ
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る
。　

第
二
の
事
例
は
、
甲
女
と
乙
男
と
は
、
大
正
一
二
年
二
月
挙
式
、
繭
来
、
約
三
年
間
同
棲
、
内
縁
関
係
を
継
続
し
で
い
た
が
、
乙
男
に

は
、
そ
れ
以
前
か
ら
正
妻
が
あ
り
、
そ
の
後
も
婚
姻
関
係
を
解
消
し
て
い
な
い
事
実
関
係
の
も
と
に
、
甲
女
が
、
右
婚
姻
予
約
不
履
行
に

因
る
慰
籍
料
を
求
め
て
本
訴
に
お
よ
ん
だ
事
案
で
あ
る
。
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
つ
ぎ
の
如
く
判
示
し
た
。
曰
く
「
法
律
上
正
当
ノ
妻
ア

ル
男
が
重
ネ
テ
他
ノ
女
ト
婚
姻
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
ハ
、
刑
法
が
第
八
十
四
条
ヲ
以
テ
重
婚
罪
ト
シ
テ
処
刑
ヲ
規
定
シ
、
民
法
が

第
七
百
六
十
六
条
（
現
七
三
二
条
）
ヲ
以
テ
明
カ
ニ
禁
止
セ
ル
重
婚
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
斯
ル
合
意
ハ
畢
寛
一
夫
一
婦
主
義
ヲ

採
用
セ
ル
我
法
則
二
惇
ル
モ
ノ
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
　
我
国
古
来
ノ
一
夫
一
婦
ヲ
理
想
ス
ト
ル
美
風
ヲ
破
壊
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ウ
ベ
キ
ヲ
以

テ
、
如
斯
意
思
表
示
軍
需
ノ
秩
序
善
良
ノ
風
俗
二
反
ス
ル
行
為
ト
シ
テ
民
法
第
九
十
条
二
依
り
当
然
無
効
ナ
〃
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト

ス
。
…
…
…
当
事
者
ノ
一
方
が
他
ノ
一
方
二
配
偶
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
婚
姻
ノ
予
約
ヲ
ナ
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
、
其
予
約
ノ
究
寛
ノ

目
的
が
依
然
重
婚
タ
ル
ニ
帰
ス
ル
以
上
、
斯
ノ
如
キ
事
由
ハ
該
予
約
ノ
前
記
違
法
性
ヲ
阻
却
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ベ
ク
、
従
ッ

テ
、
当
事
者
ノ
一
方
が
他
ノ
一
方
二
配
偶
者
ア
ル
コ
ト
ニ
付
善
意
ナ
リ
シ
場
合
ト
難
モ
、
該
当
事
者
間
ノ
婚
姻
予
約
必
合
意
ハ
到
底
無
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ

タ
ル
ヲ
免
レ
ザ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ベ
シ
」
（
東
京
地
　
昭
和
三
年
四
月
三
〇
日
判
決
　
新
報
一
六
二
号
一
七
頁
）
と
。
こ
の
判
決
は
、
民
法
第
九

〇
条
を
適
用
し
て
無
効
を
宣
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
が
、
当
事
者
が
「
善
意
」
の
場
合
も
無
効
た
る
を
失
わ
な
い
、
と
し
た
と
こ
ろ

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
の
事
例
は
、
原
告
（
内
縁
の
夫
）
は
、
福
島
B
と
事
実
上
の
夫
婦
関
係
に
入
り
同
棲
を
継
続
し
て
い
た
が
、
B
が
被
告
の
不
法
行

為
に
よ
り
死
亡
し
た
の
で
、
慰
籍
料
の
請
求
に
お
よ
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
原
告
に
は
家
出
し
た
戸
籍
上
の
妻
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
前
提

と
し
て
、
原
告
と
亡
B
と
の
関
係
が
、
有
効
に
し
て
法
の
保
護
に
値
す
る
内
縁
と
い
い
う
る
か
が
間
．
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
盛
岡
地

方
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
　
コ
戸
籍
上
第
三
者
と
の
婚
姻
関
係
の
存
在
す
る
ま
ま
で
成
立
し
て
い
る
内
縁
関
係
の
適
法
性
と
そ
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の
法
律
上
の
効
果
の
範
囲
は
頗
る
疑
問
の
多
い
罷
業
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
と
す
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
、
6
1
戸

籍
上
の
配
偶
者
と
の
間
の
事
実
上
の
夫
婦
関
係
が
断
絶
し
て
い
る
こ
と
、
口
こ
れ
に
つ
き
右
配
偶
者
と
の
間
に
完
全
な
自
由
意
思
に
基
く

合
意
の
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
…
…
…
原
告
と
A
と
の
関
係
は
、
原
告
の
右
家
出
以
来
原
告
に
よ
る
遺

棄
の
継
続
に
過
ぎ
ず
、
右
認
定
に
反
し
、
A
が
原
告
と
の
別
居
ま
た
は
離
婚
を
真
実
承
認
し
た
と
の
証
拠
は
な
い
。
・
：
・
：
・
：
従
っ
て
、
如

何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
原
告
と
A
以
外
の
他
の
女
と
の
適
法
な
内
縁
関
係
を
成
立
せ
し
め
る
余
地
は
な
い
こ
と
明
白
で
あ
る
。
こ
の

間
原
告
が
B
と
事
実
上
の
夫
婦
関
係
を
結
ん
で
も
、
そ
れ
は
ひ
っ
き
ょ
う
、
夫
妾
の
関
係
で
あ
る
か
、
ま
た
は
一
種
の
重
婚
的
関
係
と
な

る
に
過
ぎ
ず
、
と
う
て
い
、
こ
れ
を
も
っ
て
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
正
当
な
内
縁
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
　
（
盛
岡
地
　
昭

和
三
一
年
五
月
三
一
日
判
決
　
下
級
民
集
七
巻
五
号
三
〇
四
頁
）
と
。
こ
の
判
決
も
、
　
「
公
序
良
俗
」
違
反
で
否
認
し
た
例
で
あ
る
が
、

正
妻
と
の
関
係
は
「
遺
棄
の
継
続
に
過
ぎ
ず
」
、
他
方
の
関
係
は
「
翠
柳
の
関
係
」
に
外
な
ら
ず
、
と
仲
々
手
き
び
し
い
。
た
だ
、
注
目

す
べ
き
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
重
婚
的
内
縁
」
も
、
　
「
日
戸
籍
上
の
配
偶
者
と
の
間
の
事
実
上
の
夫
婦
関
係
が
断
絶
し
て
」
お
り
、
　
「
口

こ
れ
に
つ
き
右
配
偶
者
と
の
間
に
完
全
な
自
由
意
思
に
基
く
合
意
の
存
す
る
」
と
き
に
は
、
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
、

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

内縁と公序良俗（大原）

（一

j
本
判
例
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
中
川
善
之
助
「
有
婦
の
男
子
と
悪
意
に
て
事
実
婚
を
為
し
た
る
女
子
の
貞
操
踪
蹴
に
因
る
損
害
賠
償
の
請

　
求
」
民
商
法
雑
誌
＝
二
巻
＝
七
頁
一
一
一
八
頁
、
高
梨
公
之
「
妻
あ
る
男
と
知
っ
て
事
実
婚
を
し
た
女
は
貞
操
躁
踊
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償

　
を
な
し
得
な
い
か
」
日
本
法
学
六
巻
一
二
号
六
二
頁
な
ど
が
あ
り
、
か
か
る
事
実
関
係
あ
る
場
合
に
は
、
公
序
良
俗
違
反
に
な
ら
な
い
の
で
は
な

　
い
か
、
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
判
旨
に
賛
成
す
る
。

（
二
）
木
判
決
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
判
例
と
し
て
は
、
日
大
民
　
大
正
九
年
五
月
二
八
日
民
録
七
七
三
頁
、
口
東
京
地
大
正
二
年
二
月
一
四
日
新
闘
一

　
九
六
一
年
八
頁
、
　
口
大
鷲
　
昭
和
四
年
一
月
二
五
日
評
論
一
八
巻
民
二
三
四
頁
、
　
四
更
京
男
　
昭
和
六
年
七
月
二
八
日
新
聞
三
三
一
〇
号
四
頁

　
な
ど
の
ほ
か
、
戦
後
に
お
い
て
も
、
㈱
東
京
高
　
昭
和
三
二
年
七
月
一
一
日
家
裁
月
報
九
巻
七
号
二
五
頁
、
因
福
岡
家
　
小
倉
支
　
昭
和
三
二
年
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二
月
一
二
日
審
判
等
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
判
例
上
も
無
効
説
は
依
然
と
し
て
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
有
効
説
に
よ
る
判
例

　
つ
ぎ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
重
婚
的
内
縁
」
を
有
効
な
も
の
と
し
て
承
認
し
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
判
例
の
検
討
に
移
っ
て
み
よ
う
。

　
第
一
の
事
例
は
、
原
告
（
内
縁
の
妻
）
は
、
大
正
一
四
年
三
月
、
被
告
（
内
縁
の
夫
）
よ
り
の
後
妻
と
し
て
の
貰
い
う
け
を
承
諾
し
、

同
月
末
よ
り
約
五
カ
月
間
事
実
上
の
夫
婦
と
し
て
同
棲
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
八
月
頃
被
告
は
原
告
を
苛
点
し
、
原
告
を
し
て
や
む
な

く
実
家
に
帰
ら
し
め
た
後
、
復
帰
を
こ
ば
み
、
右
の
内
縁
関
係
を
一
方
的
に
破
棄
し
た
の
で
、
原
告
よ
り
慰
藷
料
の
請
求
に
お
よ
ん
だ
事

案
で
あ
り
、
原
告
が
被
告
と
同
棲
生
活
を
始
め
た
頃
に
は
、
被
告
と
そ
の
正
妻
と
の
婚
姻
関
係
は
、
す
で
に
破
綻
し
て
お
り
、
離
婚
届
出

も
作
成
さ
れ
、
一
旦
届
出
ら
れ
た
が
、
不
備
の
た
め
受
理
さ
れ
ず
に
差
戻
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
名
古
屋
区
裁

判
所
は
、
　
「
原
被
告
問
二
大
正
一
四
年
三
月
末
頃
婚
姻
予
約
成
立
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
…
…
…
之
ヲ
認
ム
。
原
告
ハ
、
　
（
被
告
ハ
）
当
時
未
ダ

先
妻
A
ト
婚
姻
中
ニ
シ
テ
カ
カ
ル
（
被
告
ト
）
原
告
ト
ノ
婚
姻
予
約
ハ
公
序
良
俗
二
反
ス
ル
無
効
ノ
契
約
ナ
リ
ト
主
張
ス
ル
ニ
付
、
案
ズ

ル
ニ
、
成
立
二
争
ナ
キ
乙
第
一
号
無
二
徴
ス
レ
バ
一
応
戸
籍
簿
上
被
告
ト
右
A
ー
ノ
協
議
離
婚
ノ
届
出
ハ
同
年
五
月
＝
二
日
ト
ナ
リ
居
ル

モ
、
…
…
…
被
告
ハ
大
正
一
四
年
三
月
初
旬
先
妻
A
ト
事
実
上
離
婚
ヲ
ナ
シ
、
当
時
該
離
婚
届
出
書
二
被
告
調
印
ヲ
ナ
シ
タ
ル
上
、
之
ヲ

右
A
二
交
付
シ
同
人
二
対
シ
其
届
出
ノ
手
続
ヲ
依
頼
シ
置
キ
タ
ル
処
、
該
届
書
二
不
備
ノ
点
ア
リ
タ
ル
タ
メ
差
戻
サ
レ
、
後
日
更
二
之
ヲ

更
正
ノ
上
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
ガ
タ
メ
右
離
婚
ノ
事
実
が
戸
籍
上
二
登
録
セ
ラ
レ
タ
ル
日
時
ノ
遅
延
ヲ
来
シ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
。
如
斯
事
情
ノ

下
二
於
テ
当
事
者
間
二
手
サ
レ
タ
ル
前
示
婚
姻
ノ
予
約
ハ
、
以
テ
直
二
公
序
良
俗
二
反
ス
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス
ベ
ヵ
ラ
ズ
」
（
名
古
屋
区
昭

和
二
年
一
〇
月
一
＝
日
判
決
新
聞
二
七
七
四
号
一
四
頁
）
旨
を
説
示
し
て
、
原
告
の
慰
藷
料
請
求
を
二
百
円
の
限
度
に
お
い
て
認
め
た
も

の
で
あ
る
。
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内縁と公序良俗（大原）

　
こ
の
判
決
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
重
婚
的
内
縁
関
係
が
最
後
ま
で
継
続
し
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
妻
と
同

棲
関
係
に
入
る
以
前
に
離
婚
手
続
を
開
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
届
書
の
不
備
の
た
め
差
戻
さ
れ
、
後
日
改
め
て
更
正
の
上
提
出
、
受

理
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
正
式
に
受
理
さ
れ
た
五
月
＝
一
百
以
降
の
同
棲
関
係
は
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
事
情
の
下
に
お
け
る
内
縁
関
係
は
重
婚
的
内
縁
と
み
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
が
直
ち
は
公
序
良
俗
に
反
す

る
も
の
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
も
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
事
例
は
、
直
接
的
に
は
、
戸
主
の
家
族
に
対
す
る
居
所
指
定
権
濫
用
の
有
無
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

そ
の
指
定
の
対
象
と
な
っ
た
家
族
の
、
そ
の
内
縁
の
夫
と
の
重
婚
的
関
係
が
、
法
の
保
護
に
値
す
る
有
効
な
も
の
と
み
る
べ
き
か
が
、
先

決
問
題
と
し
て
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
女
戸
主
A
に
甲
女
お
よ
び
乙
男
と
い
う
両
人
の
養
子
が
あ
っ
た
が
、
A
が
隠

居
し
て
乙
が
戸
主
と
な
り
、
乙
は
台
北
市
に
居
住
し
て
い
た
。
一
方
甲
は
、
B
と
内
縁
関
係
を
結
び
、
広
島
市
に
居
住
し
、
同
棲
す
る
こ

と
す
で
に
十
数
年
に
及
ん
で
い
た
が
、
B
に
は
C
と
い
う
法
律
上
の
妻
が
あ
り
、
B
と
は
別
居
は
し
て
い
た
が
、
離
婚
届
を
出
す
ま
で
に

は
い
た
つ
て
い
な
か
っ
た
。
か
か
る
情
況
の
も
と
に
、
戸
主
乙
は
、
戸
主
の
家
族
に
対
す
る
居
所
指
定
権
を
行
使
し
て
、
甲
に
台
北
市
の

戸
主
の
も
と
に
居
住
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
が
、
甲
が
右
に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
民
法
第
七
四
九
条
（
現
在
失
効
）
に
よ
っ
て
甲
を
離

籍
し
た
。
そ
こ
で
、
甲
は
、
右
は
、
戸
主
乙
の
居
所
指
定
権
の
濫
用
で
あ
る
と
し
て
離
籍
無
効
確
認
の
訴
を
提
起
し
た
事
案
で
あ
る
。
大

審
院
は
、
第
一
審
広
島
地
裁
お
よ
び
第
二
審
広
島
控
訴
院
の
見
解
（
い
ず
れ
も
、
形
式
的
に
せ
よ
、
一
方
に
法
律
上
の
婚
姻
関
係
が
存
す

る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
重
婚
的
内
縁
は
、
人
倫
に
も
と
り
善
良
の
風
俗
に
反
し
無
効
で
あ
る
と
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
）
を
し
り
ぞ
け

て
、
つ
ぎ
の
如
く
説
示
し
た
。
曰
く
「
然
レ
ド
モ
、
斯
ノ
如
ク
B
（
内
縁
の
夫
）
ハ
、
カ
ッ
テ
C
ト
婚
姻
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
其
ノ
後
全
然
之

ト
別
居
シ
テ
同
棲
セ
ズ
、
上
告
人
（
控
訴
人
・
原
告
、
男
－
内
縁
の
妻
）
ハ
養
母
A
ノ
意
思
二
従
ヒ
C
ト
別
居
後
B
ト
事
実
上
ノ
婚
姻
ヲ

為
シ
テ
同
棲
十
数
年
二
及
ブ
ト
云
フ
ニ
在
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
苦
シ
B
ト
C
ト
ノ
別
居
関
係
ニ
シ
テ
、
事
実
上
ノ
協
議
離
婚
二
由
ル
モ
ノ
ナ
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ル
カ
又
ハ
之
二
類
ス
ル
事
由
二
世
ク
モ
ノ
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
、
上
告
人
が
前
記
ノ
如
ク
養
母
其
ノ
他
ノ
近
親
者
ノ
承
認
ヲ
得
テ
B
卜
事
実
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

ノ
婚
姻
ヲ
為
シ
之
ト
同
棲
ス
ル
モ
必
シ
モ
之
ヲ
以
テ
人
倫
二
青
り
善
良
ノ
風
俗
二
反
ス
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
」
　
（
大
樹
　
昭
和
一
二

年
四
月
八
日
判
決
民
集
一
六
巻
四
一
八
頁
）
と
。

　
こ
の
判
決
は
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
ま
さ
し
く
時
代
錯
誤
的
な
戸
主
の
家
族
に
対
す
る
居
所
指
定
権
の
濫
用
の
有
無
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
戸
主
の
居
所
指
定
権
な
る
も
の
が
認
め
ら
る
べ
き
で
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
居
所
指
定
権
に
関
す
る
判
例
の
殆
ん
ど

が
そ
の
濫
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
件
も
要
す
る
に
、
か
か
る
場
合
は
濫
用
に
な
る
、
と
判
示
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ

の
前
提
と
し
て
、
重
婚
的
内
縁
が
必
ず
し
も
人
倫
に
惇
り
善
良
な
風
俗
に
反
す
る
も
の
で
な
い
、
と
立
証
す
る
必
要
が
あ
っ
か
た
否
か
疑

問
に
お
も
う
。
こ
の
事
件
は
、
原
告
・
被
告
は
共
に
養
子
で
血
縁
関
係
な
く
、
前
戸
主
の
死
亡
後
財
産
の
相
続
問
題
等
を
め
ぐ
っ
て
不
仲

を
生
じ
、
新
戸
主
が
自
己
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
被
告
を
「
除
籍
」
せ
ん
が
た
め
に
戸
主
の
居
所
指
定
権
を
行
使
せ
ん
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
と
推
察
せ
ら
れ
、
他
方
に
於
て
、
被
告
の
行
為
は
「
公
序
良
俗
」
に
反
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
般
的
に
人
は
現
在
の
生
活

の
基
礎
を
み
だ
り
に
は
剥
奪
さ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
と
し
て
、
か
か
る
事
情
の
も
と
に
お
い
て
、
居
所
指
定
権
の
濫
用
を
確
定
す
る
こ

と
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
　
こ
の
判
例
は
時
代
錯
誤
的
権
利
に
関
す
る
も
の
で
あ

り
、
重
婚
的
内
縁
に
関
す
る
論
旨
は
傍
論
に
過
ぎ
ず
、
今
日
に
お
い
て
な
お
、
り
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
と
は
い

え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
第
三
の
事
例
は
、
有
婦
の
夫
（
被
告
）
が
、
会
社
勤
務
の
同
僚
の
女
性
（
原
告
）
と
知
合
い
、
　
「
自
己
の
妻
は
病
床
に
あ
っ
て
子
供
も

あ
る
が
現
在
別
居
中
で
あ
り
、
離
婚
の
予
定
で
あ
る
」
と
告
げ
、
や
が
て
は
「
離
婚
し
た
」
と
告
げ
、
約
二
〇
〇
日
近
く
同
棲
生
活
を
送

ら
た
が
、
や
が
て
、
も
と
の
妻
と
再
婚
し
た
の
で
慰
籍
料
等
の
請
求
に
お
よ
ん
だ
衷
・
案
に
関
す
る
。
東
京
地
裁
は
、
　
「
以
上
の
認
定
の
事

実
に
よ
れ
ば
、
原
被
告
は
昭
和
二
八
年
中
将
来
婚
姻
す
べ
き
約
束
の
下
に
関
係
し
、
其
後
こ
の
関
係
を
継
続
し
、
昭
和
三
〇
年
四
月
二
七
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田
か
ら
…
…
…
内
緻
⑳
夫
婦
と
し
て
同
棲
し
て
居
た
も
⑳
即
ち
所
謂
嬉
姻
予
約
の
関
係
に
在
っ
た
も
の
と
認
め
る
に
十
分
で
あ
る
。
・
三
ご

唯
本
件
に
於
て
は
前
掲
認
定
の
如
く
被
告
に
は
戸
籍
上
の
正
当
な
妻
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
原
告
が
被
告
と
単
な
る
同
僚
と
し
て
交
際
を

始
あ
た
当
時
そ
の
こ
と
は
被
告
の
言
に
よ
っ
て
原
告
も
知
っ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
被
告
は
同
人
の
妻
が
病
気
で
あ
り
離
婚
す
る
こ
と
は

’
既
定
事
実
で
あ
る
旨
を
原
告
及
び
周
囲
に
吹
聴
し
て
居
り
其
後
離
婚
し
た
と
も
告
げ
ら
れ
た
た
め
、
原
告
は
被
告
は
最
初
肉
体
関
係
を
持

っ
た
時
は
勿
論
そ
の
後
昭
和
二
九
年
一
〇
月
二
六
日
興
信
所
の
報
告
あ
る
迄
は
、
被
告
の
離
婚
済
み
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
居
た
こ
と
は

前
段
認
定
の
通
り
で
あ
り
、
又
そ
の
後
も
前
段
認
定
の
如
き
曲
折
を
へ
て
三
一
年
七
月
一
五
日
迄
そ
の
関
係
を
継
続
し
て
居
た
も
の
で
あ

る
こ
と
而
も
昭
和
三
一
年
四
月
二
日
に
は
被
告
と
妻
と
協
議
離
婚
し
た
こ
と
は
被
告
の
自
認
及
び
前
記
乙
第
一
号
証
の
記
載
に
よ
っ
て
明

ら
か
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
事
情
の
下
に
成
立
し
た
本
件
予
約
は
少
な
く
と
も
原
被
半
間
に
於
て
は
法
律
上
有
効
な
も
の
と
認
め
る
を
相

当
と
す
る
。
曲
り
而
し
て
被
告
が
そ
の
後
原
告
と
の
婚
姻
を
断
念
し
昭
和
三
二
年
二
月
一
八
日
再
び
前
妻
と
届
出
に
よ
る
婚
姻
を
し
た
こ

と
は
被
告
の
自
認
及
び
乙
第
一
号
証
の
記
載
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
…
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
前
妻
と
の
再
婚
に

よ
っ
て
原
告
と
の
間
の
婚
姻
予
約
を
理
由
な
く
破
棄
し
た
も
の
と
認
め
る
を
相
当
と
す
る
。
…
…
…
以
上
の
事
実
と
…
…
…
諸
般
の
事
情

と
を
綜
合
参
酌
す
れ
ば
、
被
告
か
ら
原
告
に
支
払
う
べ
き
慰
籍
料
の
額
は
、
原
告
請
求
通
り
金
四
十
万
円
を
相
当
と
認
め
る
」
　
（
東
京
地

昭
和
三
四
年
一
二
月
二
五
日
判
決
家
裁
月
報
＝
一
巻
六
号
一
四
八
頁
）
と
判
決
し
た
。

　
こ
の
事
案
も
、
第
一
の
事
例
同
様
、
婚
約
を
な
し
た
る
と
き
な
い
し
同
棲
関
係
に
入
っ
た
当
初
は
明
ら
か
に
重
婚
的
関
係
で
あ
っ
た
こ

と
に
間
違
い
は
な
い
が
・
後
日
に
は
協
議
離
婚
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
・
協
議
離
婚
成
立
後
は
重
婚
的
関
係
と
は
い
え
な
い
の
二
じ
た

が
っ
て
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
本
件
も
重
婚
的
内
縁
を
有
効
と
し
た
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
適
切
と
は
い
い
え
な
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　
第
四
の
事
例
は
、
甲
は
思
外
里
に
家
屋
を
賃
貸
し
た
。
乙
は
当
時
か
ら
掃
墨
お
よ
び
そ
の
間
に
出
生
し
た
子
と
居
住
し
て
い
た
。
乙
死
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亡
後
甲
が
丙
に
明
渡
し
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
乙
に
は
す
で
に
別
居
せ
る
戸
籍
上
の
妻
子
が
あ
っ
た
の
で
、
甲
は
丙
は
乙
の
内
縁

の
妻
で
は
な
く
妾
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
丙
は
乙
の
相
続
権
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
右
家
屋
の
賃
借
権
は
丙
に
相
続
さ
れ
て
い
な
い
、
と

主
張
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
大
阪
地
裁
は
、
　
「
妾
関
係
で
あ
る
か
は
、
…
…
法
律
上
の
妻
が
別
に
存
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
的
標
準
と
し
て
区
別
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
法
律
上
の
夫
婦
が
離
婚
の
合
意
を
し
て
別
居
し
、
そ
の
間
に
夫
婦
共
同
生
活
の
実
体
が
全

然
存
在
し
な
い
が
離
婚
の
届
出
は
し
て
い
な
い
講
学
上
事
実
上
の
離
婚
の
場
合
、
相
互
に
貞
操
の
義
務
を
負
わ
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
夫
が
他
の
女
性
と
婚
姻
予
約
を
締
結
し
て
同
棲
し
た
と
き
、
そ
の
関
係
は
内
縁
の
夫
婦
関
係
と
し
て
法
に
よ
り
保

護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
戸
籍
上
妻
が
別
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
関
係
を
妾
関
係
と
し
、
公
序
良
俗
違
反
を
理
由
に
法
の
保
護
の
外

に
置
く
の
は
相
当
で
な
い
。
従
っ
て
、
妻
が
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
内
縁
の
夫
婦
関
係
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
で
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
」

と
の
立
場
に
た
ち
、
　
「
乙
と
丙
と
の
関
係
は
、
少
く
と
も
一
五
年
以
上
も
続
き
、
そ
の
生
活
は
挙
げ
て
丙
ら
と
の
居
住
家
屋
に
お
け
る
生

活
で
あ
り
、
本
籍
地
に
あ
る
妻
丁
と
の
間
に
は
夫
婦
と
し
て
の
共
同
生
活
の
実
体
は
何
等
見
当
ら
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
乙
と
丁
は
た
だ

戸
籍
上
夫
婦
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
事
実
上
の
夫
婦
関
係
は
丙
と
の
間
に
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
そ
う
す
る
と
丙
は
同
人
の
妾
で
は
な
く

内
縁
の
妻
と
し
て
遇
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
と
は
難
も
、
同
人
は
…
…
…
死
亡
し
、
居
住
家
屋
の
賃
借
権
は
、
そ
の
相
続
人
で
あ
る
妻
丁

と
〔
そ
の
子
供
〕
が
相
続
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
者
が
居
住
家
屋
に
住
ん
だ
こ
と
が
な
く
、
賃
借
人
で
あ
っ
た
乙
と
居
住

家
屋
に
お
け
る
生
活
共
同
者
は
原
告
ら
だ
け
で
あ
る
。
…
…
…
賃
借
人
が
死
亡
し
そ
の
賃
借
権
を
他
に
居
住
し
て
い
る
相
続
人
が
相
続
し

て
し
ま
う
と
、
賃
借
人
と
土
ハ
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
者
（
本
件
で
は
内
縁
の
妻
）
が
忽
ち
無
権
利
者
と
な
っ
て
そ
の
生
活
の
基
礎
を
失
う

と
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
り
妥
当
を
欠
く
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
者
の
居
住
は
保
護
さ
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
相
続
人
が
相
続
し
た
賃
借
権
を
援
用
し
て
引
続
き
の
居
住
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
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（
三
）

あ
る
」
　
（
大
阪
地
　
昭
和
三
八
年
三
月
三
〇
日
判
決
　
判
例
時
報
三
三
八
号
三
六
頁
）
と
判
示
し
た
。

　
こ
の
判
決
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
　
「
賃
借
人
と
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
者
が
忽
ち
無
権
利
者
と
な
っ
て
そ
の
生
活
の
基
礎
を
失
う
と
す
る

の
は
不
合
理
で
あ
り
妥
当
を
欠
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
　
「
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
者
の
居
住
は
保
護
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
」
、
と
い
う
論
旨
に
外
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
も
こ
の
結
論
に
は
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
　
そ
の
結
論
に
導
く
た
め

に
、
本
妻
が
あ
る
の
に
、
別
に
内
縁
の
妻
を
認
め
る
と
い
う
の
は
そ
れ
こ
そ
「
不
合
理
で
あ
り
妥
当
を
欠
」
い
で
い
る
。
丙
は
「
共
同
生

活
を
営
ん
で
い
た
者
」
と
し
て
当
然
に
、
引
続
き
居
住
す
る
権
利
を
承
認
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
仮
に
本
判
決
の
如
く
丙
を
内

縁
の
妻
と
認
め
た
と
こ
ろ
で
直
接
に
賃
借
権
を
相
続
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
賃
借
権
の
相
続
権
は
本
妻
の
方
に
あ
り
、
そ
れ
を
内
縁
の

妻
は
援
用
し
て
居
住
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
丙
を
内
縁
の
妻
で
あ
る
か
ど
う
か
と
議
論
す
る
こ
と

は
、
無
意
味
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
（
一
）
本
判
決
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
穂
積
重
遠
「
判
例
民
事
法
く
昭
和
＝
一
年
度
V
」
一
〇
四
一
一
〇
五
頁
、
中
川
善
之
助
「
居
所
指
定
権
の

　
　
　
　
濫
用
」
親
族
相
続
判
例
総
評
く
第
三
巻
V
一
一
五
－
一
一
六
頁
な
ど
が
あ
る
。

　
　
（
二
）
重
婚
的
関
係
な
る
が
故
に
婚
姻
障
害
が
あ
り
、
そ
の
障
害
が
後
に
除
か
れ
た
場
合
に
、
そ
の
内
縁
的
関
係
が
保
護
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
後
述
の
コ
モ
ン
ロ
ー
婚
参
照
。

　
　
（
三
）
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
判
例
と
し
て
、
大
阪
地
　
昭
和
三
一
年
八
月
二
七
日
下
級
民
集
七
巻
八
号
二
一
四
頁
が
あ
り
、
林
良
平
「
賃
借
人
死
亡
後
の
内

　
　
　
　
縁
の
妻
の
賃
借
家
屋
に
対
す
る
居
住
権
」
法
学
論
叢
六
三
三
三
号
＝
O
i
一
二
一
二
頁
が
賛
成
的
批
評
を
し
て
い
る
。

五
、
特
別
法
上
の
取
扱
い

内
縁
関
係
の
法
的
取
扱
い
が
問
題
と
な
る
の
は
、
単
に
民
法
上
だ
け
で
は
な
く
、
　
特
別
法
上
に
お
い
て
も
問
題
が
生
じ
る
。
　
す
な
わ
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ち
、
労
働
法
や
そ
の
他
の
社
会
立
法
に
お
い
て
も
、
内
縁
の
配
偶
者
を
も
法
律
上
の
配
偶
者
に
準
じ
て
取
扱
お
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
　
内
縁
の
配
偶
者
の
な
か
に
重
婚
的
内
縁
の
者
を
も
含
ま
し
め
て
い
る
か
、
　
と
い
う
問
題
で
あ

る
。　

ま
ず
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
は
、
　
「
職
員
が
公
務
上
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
は
、
遺
族
補
償
と
し
て
、
職
員
の
遺
族
に
対

し
て
、
平
均
給
与
額
の
千
日
分
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
す
る
」
　
（
一
五
条
）
、
　
「
の
前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
遺
族
は
、
左
の
各
号
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。
ω
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
職
員
の
死
亡
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
に
あ
っ
た
者
を
含
む
）
、
②

子
、
父
母
、
孫
及
び
祖
父
母
で
職
員
の
死
亡
当
時
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
た
も
の
、
⑧
略
、
㈲
略
。
」
と
規
定

し
、
人
事
院
規
則
「
国
家
公
務
員
災
害
補
償
の
取
扱
に
つ
い
て
」
　
（
昭
和
二
六
年
七
月
一
日
人
当
二
四
－
三
七
五
〇
号
）
は
、
右
の
字
句

を
更
に
説
明
し
て
、
法
第
一
六
条
第
一
項
に
い
わ
ゆ
る
「
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
職
員
の
死
亡
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
」
と
は
、
　
「
戸
籍
上
の
配
偶
者
が
い
な
い
場
合
に
限
り
、
　
そ
の
者
を
配
偶
者
と
し
て
取
扱
う
も
の
と
す
る
、
　
但

し
、
そ
の
者
が
戸
籍
上
他
人
の
配
偶
者
で
あ
っ
た
場
合
は
、
配
偶
者
と
認
め
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
婚
的
内
縁
の

配
偶
者
は
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
に
お
い
て
、
遺
族
補
償
を
う
け
る
遺
族
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
労
働
基
準
法
第
七
九
条
は
、
遺
族
補
償
を
受
け
る
者
を
、
　
「
遺
族
又
は
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持

し
た
者
」
と
規
定
し
、
そ
れ
を
受
け
た
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
四
二
条
は
、
　
「
日
遺
族
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
労
働
者
の
配
偶
者

（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
く
て
も
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
と
す
る
。
口
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
は
、

遺
族
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
労
働
者
の
子
、
父
母
、
孫
及
び
祖
父
母
で
、
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
た
者
又
は
労
働
者
の
死
亡
当
時
こ
れ
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
者
と
し
、
そ
の
順
位
は
、
前
段
に
掲
げ
る
順
序
に
よ
る
…
…
…
」
と

規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
縁
配
偶
者
も
、
届
出
を
し
た
配
偶
者
と
伺
様
、
第
一
順
位
に
お
い
て
受
給
資
格
が
あ
る
こ
と
は
、
法
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壁
上
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
重
婚
的
内
縁
の
配
偶
者
も
ま
た
、
通
常
の
内
縁
配
偶
、
者
と
同
様
、
配
偶
者
と
し
て
第
一
順
位
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

て
、
受
給
資
格
を
認
め
ら
れ
う
る
か
、
と
い
う
に
、
実
際
問
題
と
な
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
労
働
基
準
局
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。

　
ま
た
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
は
、
同
法
第
一
二
条
第
一
項
第
四
号
の
遺
族
覆
面
の
保
険
給
付
は
、
　
「
遺
族
又
は
労
働
者
の
死
亡
当
時

そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
た
者
に
支
給
す
る
」
　
（
一
五
条
一
項
）
と
規
定
し
、
そ
れ
を
う
け
た
同
法
施
行
規
則
第
一
六
条
は
、

「
遺
族
補
償
費
の
受
給
順
位
」
と
し
て
、
　
「
8
法
輪
一
二
条
第
一
項
第
四
号
の
遺
族
補
償
費
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
労
働
者
の
配
偶
者
（

婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
労
働
者
の
死
亡
当
時
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
関
係
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
域
下
同
じ
）
と
す
る
。
国
配
偶
者
が

な
い
場
合
に
は
、
遺
族
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
労
働
者
の
子
、
父
母
、
孫
及
び
祖
父
母
で
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て

生
計
を
維
持
し
て
い
た
者
、
又
は
労
働
者
の
死
亡
当
時
こ
れ
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
者
と
し
、
そ
の
順
位
は
、
前
段
に
掲
げ
る
順
序
に

よ
る
。
」
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
内
縁
の
配
偶
者
が
、
重
婚
的
内
縁
の
配
偶
者
を
含
む
も
の
と
解
し
う
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

に
つ
い
て
、
実
務
先
例
は
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
厚
生
年
金
保
険
法
は
、
遺
族
年
金
の
受
給
資
格
者
に
つ
き
、
　
「
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
　
『
配
偶
者
』
、
　
「
夫
』
及
び
『

妻
』
に
は
、
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
」
　
（
三
条
二
項
）
と
し

て
い
る
が
、
重
婚
的
内
縁
の
配
偶
者
に
つ
い
て
の
社
会
保
険
審
査
会
の
裁
決
例
は
、
や
は
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
内
縁
配
偶
者
と

認
め
て
い
な
い
。

　
「
本
法
が
、
　
『
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
』
こ
と
か
ら
し
て
判
る
と
お

り
、
そ
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
社
会
の
実
態
に
則
し
つ
つ
、
そ
の
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
努
力
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
強
行
法
規
に
反
し
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
ま
で
を
法
の
保
護
の
対
象
に
入
れ
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
公
序
良
俗
を
維
持
し
て
喰
く
こ
と
は
国
家
社
会
の
一
般
的
利
益
に
適
合
し
、
こ
れ
は
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ま
た
時
代
の
一
般
的
倫
理
観
に
も
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
に
お
い
て
届
出
は
し
て
な
い
が
、
事
実
上
は
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の
と
い
う
の
は
、
　
届
出
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
然
法
律
上
の
配
偶
者
の
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
し
ぼ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
他
に
法
律
上
の
配
偶
者
が
存
在
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
内
縁
関
係
に
在
る
者
は
、
民
法
第
七
三
二
条
に
規
定
す

る
重
婚
の
禁
止
に
触
れ
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
お
い
て
も
配
偶
老
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

（一

j
事
例
は
、
　
「
A
の
夫
B
は
、
精
神
耗
弱
者
な
る
た
め
鉱
山
を
失
職
し
た
が
、
A
は
、
そ
の
後
S
鉱
山
に
お
い
て
選
鉱
婦
と
し
て
働
い
て
一
家
の

　
生
計
を
立
て
て
い
た
。
死
亡
労
働
者
C
は
、
乙
鉱
山
に
就
職
し
B
方
に
下
宿
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
間
A
と
関
係
を
結
び
、
そ
の
事
実
を

　
夫
B
に
発
見
さ
れ
た
の
で
、
B
家
を
去
り
、
C
の
家
に
お
い
て
C
と
同
凄
し
、
C
は
、
丙
鉱
山
会
社
に
対
し
て
は
、
A
を
妻
と
し
て
届
出
、
そ
の

　
後
業
務
上
死
亡
す
る
ま
で
家
族
手
当
を
う
け
て
い
た
。
右
の
A
が
、
内
縁
の
夫
C
の
死
亡
を
理
由
に
遺
族
補
償
の
支
給
を
請
求
し
た
」
の
に
対

　
し
、
労
働
基
準
局
は
、
　
「
A
と
C
と
が
同
概
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
事
実
を
も
っ
て
両
者
の
関
係
を
『
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
関

　
係
に
あ
る
者
』
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
の
関
係
は
た
だ
単
な
る
継
続
し
た
姦
通
関
係
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第

　
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
受
給
資
格
は
な
い
」
　
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
一
〇
日
附
基

　
発
第
六
四
号
）
と
裁
定
し
た
。

（
二
）
F
の
夫
A
が
応
召
、
七
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
音
信
不
通
、
生
死
不
明
の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
F
が
A
の
家
族
と
別
居
し
、
Y
男
と
知
り
あ

　
い
、
Y
の
炭
鉱
で
Y
の
内
縁
の
妻
と
し
て
の
取
扱
を
う
け
、
Y
が
事
故
死
す
る
ま
で
、
同
筆
を
継
続
し
て
い
た
。
そ
の
間
、
A
は
生
還
し
た
が
、

　
F
と
の
復
縁
に
は
積
極
的
で
な
く
、
む
し
ろ
他
の
婦
人
と
関
係
し
て
お
り
、
A
F
間
は
、
事
実
上
離
婚
と
同
様
の
状
態
で
あ
っ
た
。
な
お
、
Y
の

　
母
M
は
Y
の
姉
の
夫
に
よ
っ
て
引
取
扶
養
を
う
け
て
お
り
、
Y
は
母
M
に
対
し
て
月
千
円
程
度
の
小
遣
い
を
送
っ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
事
案
に
対
し
労
働
基
準
局
は
「
F
は
、
有
夫
の
婦
で
あ
る
か
ら
、
労
災
保
険
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
に
い
う
『
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
で
も

　
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
者
』
に
該
当
す
る
者
と
認
め
ら
れ
な
い
。
但
し
、
死
亡
者
Y
の
収
入
に
よ
っ
て
専
ら
生
計
を
維
持
し
て
い
た

　
者
で
あ
る
限
り
に
お
、
い
て
は
、
同
条
第
三
項
の
『
生
計
を
維
持
し
た
者
」
に
は
該
当
す
る
。
従
っ
て
、
F
は
、
死
亡
労
働
者
の
母
M
が
、
Y
の
収

　
入
に
よ
っ
て
専
ら
生
計
を
維
持
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
遺
族
補
償
費
の
受
給
権
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
　
（
昭

　
和
二
⊥
ハ
年
一
月
三
〇
日
附
労
基
収
第
三
二
三
四
号
）
と
裁
定
し
た
。
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わ
が
国
に
お
け
る
判
例
お
よ
び
特
別
法
上
に
お
け
る
重
婚
的
内
縁
の
取
扱
い
の
大
要
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
か
か
る
問
題
に
関
し

て
外
国
に
お
い
て
は
如
何
に
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
が
国
の
内
縁
に
比
較
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
自
由
結
合
」
　
（
‘
巳
。
昌
＝
び
お
）
な
い
し
コ
ン
ク
ビ
ナ
ー
ジ
ュ
　
（
8
〒

。
蚤
凝
①
）
2
英
米
法
に
お
け
る
コ
モ
ン
●
。
－
婚
（
8
量
。
三
睾
§
巳
鋤
α
・
①
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
・
婚
姻
制
度
そ
の
も
の
の
相

異
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
は
わ
が
国
の
「
内
縁
」
に
相
当
す
る
も
の
と
は
い
い
難
い
面
を
有
す
る
が
、
し
か
し
と
も
か
く
、
そ
れ
ら
に
お
い

て
も
、
今
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
し
て
い
る
重
婚
的
関
係
に
関
す
る
判
例
が
存
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
比
較
法
的
考
察
を
行
な
う
こ
と
は
、

他
山
の
石
と
し
て
無
益
で
は
あ
る
ま
い
。

　
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ン
ク
ビ
ナ
ー
ジ
ュ
は
、
独
身
男
女
の
準
婚
的
共
同
生
活
を
指
す
場
合
に
は
、
日
本
の
内
縁
と
正
し
く
同
じ

で
あ
る
が
、
男
に
正
妻
の
あ
る
こ
と
が
コ
ン
ク
ビ
ア
ー
ジ
ュ
の
関
係
を
成
立
せ
し
め
る
障
害
と
な
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

そ
れ
を
「
姦
通
的
コ
ン
ク
ビ
ナ
ー
ジ
ュ
」
　
（
6
0
口
。
口
三
昌
p
。
σ
q
o
巴
巳
一
団
。
）
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
妾
」
（
日
9
7

霞
①
ω
。
。
①
）
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
判
例
は
、
内
縁
の
妻
と
し
て
の
有
形
無
形
の
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
認
め
た
も
の
と
認
め
な
い
も
の
と
が
あ
る
が
、
認

め
な
い
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
否
認
す
る
判
決
は
内
縁
そ
の
も
の
を
「
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
事
実
状
態
」
で
し
か
あ
り
得
な
い
、
と

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
ク
ビ
ナ
ー
ジ
ュ
と
い
う
関
係
の
道
義
的
反
省
が
、
常
に
問
題
を
新
た
に
し
、
複
雑
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、
道
義
論
の
上
に
立
っ
て
い
る
が
故
に
、
初
め
は
内
縁
の
場
合
を
も
白
眼
視
し
た
。
し
か
し
こ
の
態
度
が
押
し
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
（
五
）

せ
な
く
な
っ
た
と
き
、
判
例
は
一
歩
を
譲
り
、
コ
ン
ク
ビ
ー
ヌ
（
O
O
口
O
⊆
げ
一
昌
Φ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
う
ち
純
粋
の
内
縁
婦
だ
け
は
正
当
直
す
る
が
、
妻
あ
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纂ム
ii「li∫

．v

況

る
男
の
妾
で
あ
る
者
に
は
常
に
保
護
さ
る
べ
き
正
当
な
利
益
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
夫
一
婦
的
な
コ
ン
ク
ビ

ー
ヌ
の
請
求
は
理
由
あ
り
と
せ
ら
れ
、
一
夫
多
妻
的
な
コ
ン
ク
ビ
ー
ヌ
の
訴
は
棄
却
さ
れ
る
。
か
か
る
訴
．
の
請
求
を
容
れ
る
こ
と
は
正
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

く
「
わ
れ
わ
れ
の
法
律
と
道
義
と
に
反
し
、
婚
姻
の
尊
重
、
家
庭
の
保
護
に
背
く
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
ク
ビ
ナ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
、
法
的
に
保
護
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
重
．
婚
的
関
係
で
な
い
も
の

に
限
ら
れ
る
、
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
つ
ぎ
に
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
婚
に
お
け
る
重
婚
的
関
係
の
取
扱
い
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
コ
モ
ン
・
ロ

ー
婚
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
成
立
し
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
七
五
四
年
の
ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
法
（
H
o
a
国
Ω
。
同
日
画
幅
①
．
ω
》
。
5

ド
胡
も
。
）
が
教
会
儀
式
婚
主
義
を
確
立
し
、
違
反
者
に
は
厳
罰
を
も
っ
て
臨
み
、
そ
れ
以
外
の
婚
姻
を
無
効
な
ら
し
め
に
い
た
っ
て
以
来

、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
婚
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
発
達
し
え
ず
、
主
と
し
て
英
法
を
継
受
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
の
み
実
際
的
な
意
義
を

有
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
　
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
段
階
に
お
い
て
、
　
生
活
の
物
理
的
困
難
の
た
め
独
身
者
よ

り
既
婚
者
の
方
が
生
存
が
容
易
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
に
お
い
て
は
、
婚
姻
許
可
状
（
一
一
8
コ
8
）
を
発
行
し
、
結
婚
式
を

行
な
う
権
威
を
認
め
れ
ら
て
い
る
役
人
の
所
に
行
く
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
の
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
i
婚
が
発
達
し
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
最
近
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
婚
を
認
め
た
必
要
も
う
す
ら
ぎ
、
現
在
で
は
僅
か
に
一
七
州
の
み
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
婚

を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
時
を
追
っ
て
認
め
な
い
方
向
へ
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
i
婚
、
す
な
わ
ち
内
縁
的
な
も
の
そ
の
も
の
を
否
認
す
る
方
向
に
あ
る
こ

と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
婚
を
認
め
る
州
に
お
い
て
の
重
婚
的
関
係
に
対
す
る
態
度
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
コ
モ
ン
・
ロ
ー
婚
を
認
め
る
州
に
お
け
る
一
般
原
則
は
、
有
効
な
儀
式
婚
に
対
す
る
障
害
が
な
く
な
っ
た
後
に
も
二
人
の
同
棲
が
続
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

ば
、
二
人
の
間
に
以
後
夫
婦
に
な
る
と
い
う
新
し
い
合
意
は
な
く
て
も
有
効
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
婚
を
構
成
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
あ
る
裁
判
所
は
、
同
棲
が
そ
の
初
め
に
不
正
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
障
害
が
な
く
な
っ
た
後
に
二
人
の
同
棲
が
続
い
た

と
い
う
だ
け
で
は
結
婚
を
成
立
さ
せ
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
初
め
に
不
正
で
あ
っ
た
同
棲
は
、
反
対
の
意
思
が
示
さ
れ
る
ま
で
、
不

正
と
し
て
続
く
と
い
う
法
的
推
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
二
人
が
明
ら
か
に
結
婚
を
欲
し
、
結
婚
の
合
意
や
挙
式
と
い
う
よ
う
な
証
拠
で
そ
の
望
み
を
達
す
る
た
め
に
全
力
を
尽

し
た
が
、
二
人
の
う
ち
一
人
が
ま
た
は
両
方
が
、
生
き
て
い
て
離
婚
も
し
な
い
夫
ま
た
は
妻
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
他
の
理
由
で
、

結
婚
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
の
た
め
に
、
そ
の
結
婚
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
障
害
の
な
く
な
っ
た
後

二
人
に
よ
っ
て
結
婚
の
合
意
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
命
令
的
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
方
が
生
き
て
い
る
妻

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
再
度
結
婚
し
（
第
二
の
妻
は
最
初
の
結
婚
を
知
ら
な
い
）
、
か
か
る
第
二
の
結
婚
の
下
に
同
棲
中
、

最
初
の
妻
が
死
ん
だ
が
、
夫
は
そ
の
死
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
最
初
の
妻
の
死
後
コ
モ
ン
・
ロ
ー
婚
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
判

　
（
九
）

例
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
二
人
が
お
互
い
に
不
正
な
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
結
婚
を
欲
し
、
意
図
し
て
い
て
、
か
か
る

希
望
と
意
図
が
、
明
ら
か
に
夫
婦
の
関
係
に
お
け
る
同
棲
の
継
続
に
よ
り
証
拠
づ
け
ら
れ
、
障
害
の
な
く
な
っ
た
後
・
も
続
い
た
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

二
人
は
障
害
が
な
く
な
る
や
否
や
結
婚
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
が
、
大
多
数
の
判
例
の
意
見
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
モ
ン
・
ロ
i
婚
に
お
い
て
も
「
重
婚
的
内
縁
」
は
否
認
せ
ら
れ
て
い

内縁と公序良俗（大原）

る
、

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（一

j
ζ
巳
。
づ
一
ぴ
お
と
。
8
。
コ
三
葛
σ
Q
o
と
は
、
大
体
同
意
義
に
解
す
る
学
者
（
勺
冨
三
〇
一
包
菊
首
①
昌
↓
6
圃
9
2
心
ヨ
①
づ
↓
鉱
お
鳥
①
U
目
。
詳

　
9
く
二
二
Φ
ω
い
け
H
こ
ウ
D
⊂
D
㎝
お
よ
び
O
拶
『
げ
。
⇒
三
〇
5
一
・
”
U
円
。
搾
Ω
〈
一
一
二
④
㎝
切
骨
H
・
〔
一
茸
〕
）
　
と
、
6
0
昌
。
＝
げ
言
9
σ
q
①
は
婚
姻
し
て
い
な
い

　
男
女
の
情
交
関
係
一
般
を
、
旨
ざ
旨
一
ぴ
お
は
生
活
の
完
全
な
る
共
同
関
係
を
伴
っ
．
た
関
係
を
意
味
す
る
と
理
解
す
る
学
者
（
南
ω
ヨ
Φ
一
P
勺
4
ピ
①

　
　
震
〇
三
Φ
ヨ
①
傷
①
一
．
鋭
意
。
昌
一
一
ぴ
円
P
お
ω
9
b
●
一
）
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
は
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

　
　
ハ
中
川
良
延
「
フ
ラ
γ
ス
民
法
と
内
縁
」
小
樽
商
科
大
学
五
十
周
年
記
念
論
文
集
四
八
五
頁
V
。
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論説、

（
二
）
中
川
善
之
助
「
生
命
侵
害
に
於
け
る
反
射
揖
害
、
特
に
無
形
損
害
」
　
（
同
報
・
言
分
法
の
総
則
的
課
魎
所
収
）
三
〇
〇
頁
α

（
三
）
ζ
o
昌
8
Φ
＝
貯
び
N
轟
U
三
口
お
N
お
U
’
D
斜
矯
P
一
＆
●

（
四
）
〉
巳
①
昌
9
D
c
。
冒
一
一
●
お
N
お
U
・
N
お
D
二
＆
”
菊
①
言
①
9
N
①
ヨ
巴
お
N
9
ω
●
N
①
”
P
蕎
P

（
五
）
8
昌
6
雷
び
ぎ
笛
α
。
⑦
は
内
縁
的
関
係
を
指
し
、
8
琴
二
三
昌
Φ
は
当
事
者
を
指
す
。

（
六
）
勺
曽
ユ
9
一
C
Q
ヨ
餌
円
ω
お
ω
N
”
O
津
ひ
℃
⑳
肖
］
≦
．
ロ
d
O
⊆
O
げ
⑦
び
O
O
湿
O
自
げ
一
昌
曽
σ
Q
ρ
b
．
①
ω
．

（
七
）
米
国
の
コ
モ
ン
ロ
ー
婚
に
つ
い
て
は
、
不
破
勝
敏
夫
教
授
の
詳
細
な
研
究
、
不
破
勝
「
米
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
。
マ
リ
ッ
ジ
」
昭
和
三
十
六
年

　
が
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
「
O
o
ヨ
ヨ
。
昌
ピ
耐
乏
ζ
費
二
等
σ
q
亀
と
は
、
法
律
的
に
婚
姻
契
約
を
す
る
能
力
の
あ
る
人
達
の
間
で
、
特
別
の
形
式
の
挙
式

　
を
し
な
い
で
、
た
だ
夫
婦
の
関
係
に
入
る
と
い
う
お
互
い
の
合
意
（
ヨ
⊆
ε
巴
9
0
q
お
Φ
ヨ
三
）
だ
け
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
結
婚
を
い
う
」
　
（

　
同
書
一
頁
）
と
定
義
さ
れ
て
、
い
る
。

（
八
）
O
冨
ヨ
び
①
『
一
巴
昌
＜
●
O
ず
四
ヨ
ぴ
。
同
一
巴
p
①
c
。
2
・
｝
．
国
ρ
．
お
9
①
N
＞
叶
一
．
①
c
。
9
①
〉
旨
昌
●
O
①
ω
●
＃
c
。
ω
・

（
九
）
ぎ
『
Φ
聞
騨
N
σ
Q
一
げ
げ
。
口
。
・
、
陶
ω
酔
9
。
8
”
蕊
ω
ζ
8
ゴ
・
至
9
蒔
N
Z
・
ミ
。
ω
お
二
ω
O
》
ヨ
・
ω
け
即
①
ウ
α
N
P

（一

Z
）
》
α
9
ヨ
の
〈
●
〉
」
鋤
ヨ
ω
》
㎝
N
］
≦
一
ω
の
●
D
①
さ
一
ロ
『
Φ
ぐ
く
①
＝
ω
国
ω
田
口
甘
①
”
一
P
ω
〉
娼
b
●
U
一
く
・
刈
9
一
〇
c
Q
2
●
嶋
●
ω
●
①
お
①
ゑ
．
匹
・
一
⑩
斜
7
「
・
く
・
α
轟
c
o
・

　
c
o
N
Z
●
国
．
ゴ
D
⑩
…
切
9
H
閃
①
円
く
●
＜
診
一
〇
旨
ユ
ロ
ρ
一
N
α
］
≦
ざ
ゴ
●
ω
ω
9
c
o
斜
Z
．
謹
9
D
⑩
N
…
】
田
9
Ω
毛
吋
一
p
ω
〈
．
｝
｛
語
口
閃
一
ロ
o
o
”
一
①
①
0
9
ρ
・
一
α
ω
”
一
＃
N
ω
・
国
・

　
①
c
。
斜
①
8
．
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七
、
結

甑口口

　
重
婚
的
内
縁
に
対
す
る
判
例
の
動
向
、
特
別
法
の
取
扱
い
、
外
国
法
の
態
度
は
右
に
観
来
っ
た
如
く
で
あ
る
。
わ
が
国
の
特
別
法
お
よ

び
外
国
法
が
重
婚
的
内
縁
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
が
国
の
判
例
も
こ
れ
を
無
効
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
を

必
ず
し
も
公
序
良
俗
違
反
と
み
な
い
判
例
も
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
判
例
も
仔
細
に
検
討
し
て
み
れ

ば
、
重
婚
的
内
縁
有
効
論
は
傍
論
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
事
案
の
中
心
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

必
ず
し
も
重
婚
的
内
縁
有
効
説
を
採
用
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
太
田
助
教
授
に
よ
れ
ば
、
重
婚
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的
内
縁
に
関
す
る
学
説
に
は
、
e
無
効
説
、
口
相
対
的
無
効
説
、
日
有
効
説
の
諸
説
が
あ
り
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。
無
効
説
は
、
重
婚
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

内
縁
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
無
効
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
対
的
無
効
説
は
、
重
婚
的
内
縁
は
公
序
良
俗
に
反
す
る

も
の
な
る
が
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
無
効
は
、
善
意
の
当
事
者
や
第
三
者
に
対
し
て
は
緩
和
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

の
説
で
あ
る
転
三
ご
れ
に
対
し
有
効
説
は
、
重
婚
的
内
縁
も
無
効
で
は
な
く
取
消
し
う
る
に
止
ま
り
、
し
た
が
っ
て
、
取
消
さ
れ
る
ま
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
効
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
太
田
助
教
授
に
よ
れ
ば
、
重
婚
的
内
縁
に
関
す
る
学
説
は
、
あ
た
か
も
、
判
例
の
進
化
と
と
も
に
こ
の
順
序
で
発
展
し
来

っ
た
ご
と
く
説
か
れ
て
い
る
。
さ
す
れ
ば
、
重
婚
的
内
縁
無
効
説
は
、
今
日
に
お
い
て
は
最
早
そ
の
意
義
を
失
っ
た
古
典
的
学
説
で
あ
る

か
の
如
く
と
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
民
法
の
規
定
で
重
要
な
こ
と
は
「
婚
姻
は
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず

る
。
」
　
（
第
七
三
九
条
第
一
項
）
と
「
届
出
な
け
れ
ば
婚
姻
な
し
」
と
、
は
っ
き
り
と
法
律
婚
主
義
を
宣
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
な

ら
び
に
、
「
配
偶
者
の
あ
る
者
は
、
重
ね
て
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
（
第
七
三
二
条
）
と
、
重
婚
を
厳
禁
し
、
一
夫
一
婦
婚

主
義
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
の
重
要
性
を
充
分
に
認
識
す
る
な
ら
ば
、
　
届
出
な
き
事
実
婚
と
し
て
の
内
縁
の
保
護
に
し
て

も
、
あ
く
ま
で
も
例
外
措
置
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
い
た
ず
ら
に
拡
大
し
て
、
重
婚
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
す

る
見
解
や
、
重
婚
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
当
然
無
効
で
は
な
く
、
取
消
し
う
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
重
婚
的
内
縁
も
、
公

序
良
俗
に
反
す
る
が
ゆ
え
に
当
然
無
効
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
婚
姻
の
取
消
し
う
る
に
止
ま
り
、
し
た
が
っ
て
、
取
消
さ
れ

る
ま
で
は
有
効
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
は
、
法
の
規
定
の
形
式
に
拘
泥
し
て
問
題
の
本
質
を
見
誤
ま
っ
た
も
の
と
み
る
外
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
「
公
序
良
俗
」
な
る
観
念
は
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
り
場
所
に
よ
り
変
遷
し
う
る
も
の
で
あ

る
。
や
が
て
は
「
重
婚
的
内
縁
」
を
も
必
ず
し
も
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
、
と
み
な
す
時
代
が
こ
な
い
と
は
言
い
え
ま
い
。
し
か
し
少
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説

く
と
も
現
在
の
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
　
重
婚
的
内
縁
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
み
る
の
が
一
般
の
考
え
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
あ
る
事
実

が
、
公
序
良
俗
違
反
に
な
る
か
否
か
を
判
断
す
る
一
つ
の
基
準
は
、
実
定
法
に
あ
る
と
考
え
る
。
実
定
制
定
法
上
重
婚
が
厳
禁
せ
ら
れ
、

法
律
婚
主
義
が
確
立
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
形
式
的
実
質
的
に
そ
れ
ら
の
原
則
と
矛
盾
す
る
事
実
は
、
法
律
上
「
公
序
良
俗
」
違
反
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

る
と
考
え
る
の
が
き
わ
め
て
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
す
れ
ば
、
そ
れ
が
法
律
上
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
方
に
お
い
て
、
法
の
解
釈
は
い
た
ず
ら
に
形
式
論
理
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
解
釈
は
社
会
の
実
態
に
則
し
、
そ
の
目
的
に

適
合
す
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
内
縁
と
は
認
め
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
予

約
理
論
や
準
婚
理
論
で
は
説
明
し
え
な
い
が
、
他
の
法
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
保
護
救
済
し
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
望

ま
し
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
結
果
の
具
休
的
妥
当
性
の
．
み
に
拘
泥
し
て
、
基
本
的
立
場
を
ゆ
が
め
、
理
論

の
一
貫
性
を
曲
げ
る
こ
と
は
な
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

　
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
は
、
内
縁
の
概
念
は
厳
密
に
規
定
し
、
　
「
重
婚
的
内
縁
は
準
婚
関
係
と
し
て
の
法
の
保
護
の
外
に
お
こ
う

（
七
）」

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
重
婚
的
内
縁
関
係
な
る
が
故
に
一
概
に
否
定
し
え
な
い
法
律
問
題
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
　
「
内
縁
以
外
の

法
理
を
も
っ
て
妥
当
な
解
決
を
は
か
ろ
う
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
、
結
果
的
に
は
、
重
婚
的
内
縁
有
効
説
と
そ
う

大
き
く
は
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（一

j
太
田
「
前
掲
書
」
一
三
九
頁

（
二
）
無
効
説
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
太
田
氏
は
小
石
寿
夫
判
事
と
清
水
兼
男
教
授
を
挙
げ
て
い
る
。

（
三
）
相
対
的
有
効
説
を
説
く
も
の
と
し
て
、
中
川
善
之
助
教
授
が
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
永
田
菊
四
郎
教
授
、
柚
六
馨
教
授
、
島
津
一
郎
教
授
等

　
も
同
様
で
あ
り
、
こ
の
見
解
が
昨
今
の
通
説
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
善
意
の
重
婚
的
関
係
は
保
護
に
値
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た

　
判
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
太
田
氏
は
我
妻
授
を
こ
の
範
躊
に
入
れ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
我
妻
教
授
は
有
効
説
の
方
に
近
い
の
で
は
な

　
い
か
と
思
う
。
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へ
四
）
有
志
説
の
代
表
者
と
し
て
於
保
不
二
雄
教
授
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
太
田
氏
自
身
も
こ
の
立
場
を
と
ら
れ
て
い
る
α

（
五
）
太
田
「
前
掲
書
」
一
六
二
頁
。

（
六
）
法
律
上
の
婚
姻
が
実
質
上
解
消
同
様
の
状
態
に
お
ち
、
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
他
方
の
関
係
が
相
当
の
長
期
に
わ
た
り
、
当
事
者
も
内
縁
の

　
夫
婦
と
信
じ
込
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
に
達
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
関
係
は
も
は
や
「
公
序
良
俗
」
に
違
反
す
る
と
は
い
え
ま
い
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
見
解
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
公
序
良
俗
違
反
は
本
来
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
客
観
．
性
は
実
．
定
法
を
規
準

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
し
て
判
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
見
解
に
は
同
意
し
難
い
。
同
様
に
、
民
法
九
〇
条
に
よ
る
公
序
良
俗
違
反
は
客
観
的
な
も

　
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
当
事
者
の
善
意
・
悪
意
に
よ
っ
て
差
別
を
つ
け
よ
う
と
い
う
相
対
的
無
効
説
は
論
理
の
一
貫
性
を
欠
い
で

　
い
る
の
で
は
あ
る
ま
、
い
か
。
こ
の
意
味
で
英
米
法
で
「
公
序
良
俗
」
の
こ
と
を
℃
o
一
一
身
。
｛
島
①
冨
≦
ま
た
は
崔
び
一
一
〇
b
o
一
客
図
と
い
う
の
は

　
示
唆
的
で
あ
る
。

（
七
）
我
妻
「
前
掲
書
」
二
〇
〇
頁
。
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