
《
国
際
家
族
法
研
究
会
報
告
（
第
54
回
）
》

性
同
一
性
障
害
者
の
父
子
関
係
に
関
す
る 

最
高
裁
決
定

池
谷
　
和
子

一
　
は
し
が
き

　

昨
年
の
一
二
月
十
日
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
は
原
決
定
を
破
棄
し
、

原
々
審
判
を
取
り
消
し
て
、
元
女
性
で
あ
る
血
の
繋
が
ら
な
い
原
告
に

対
し
て
、
法
的
な
父
親
と
し
て
の
地
位
を
認
め
た
。
原
々
審
判
と
原
決

定
を
覆
し
た
最
高
裁
の
決
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
決
定
に
お
い
て
も
三

―
二
と
い
う
非
常
に
僅
差
と
な
る
微
妙
な
判
断
と
な
っ
た
。
本
件
に
お

い
て
は
、
最
近
に
な
っ
て
広
く
一
般
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
性

同
一
性
障
害
者
に
つ
い
て
父
親
の
法
的
な
父
子
関
係
に
関
す
る
初
の
最

高
裁
の
判
断
が
な
さ
れ
て
お
り
、
法
的
に
「
親
子
関
係
」
や
「
家
族
」

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、「
子
供
の
利
益
」
を
ど
う
考
慮
す
る
の

か
と
い
う
点
に
つ
き
、
非
常
に
興
味
深
い
判
例
で
あ
る
。

　

男
女
と
い
う
生
物
学
的
性
別
と
、
自
ら
の
性
別
に
対
す
る
認
知

（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
が
一
致
し
な
い
場
合
を
性
同
一

性
障
害
と
い
う
（
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.

m
hlw
.go.jp/kokoro/know

/disease_gender.htm
l

）
が
、
諸
外
国

の
推
計
か
ら
男
性
三
万
人
に
一
人
、
女
性
十
万
人
に
一
人
の
割
合
で
存

在
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
（
参
議
院
本
会
議
、
平
成
一
五
年
七
月
二
日
、

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
提
案
理
由
）、
日
本
国

内
で
も
、
平
成
二
三
年
度
に
行
わ
れ
た
厚
生
労
働
省
の
医
療
機
関
へ
の

調
査
で
は
、
国
内
で
の
患
者
数
を
少
な
く
と
も
四
千
人
以
上
と
推
計
し

た
（
日
本
経
済
新
聞　

電
子
版　

二
〇
一
三
年
四
月
二
十
一
日
）。
さ

ら
に
、
平
成
一
五
年
か
ら
平
成
二
四
年
に
札
幌
医
科
大
学
病
院
で
性
同

一
性
障
害
と
診
断
さ
れ
た
八
二
名
を
基
本
値
と
し
て
、
二
千
八
百
人
に

一
人
の
割
合
で
発
生
す
る
と
し
た
研
究
（
池
田
官
司
他
「
札
幌
市
に
お
け

る
出
生
数
あ
た
り
性
同
一
性
障
害
者
数
の
推
計
」
Ｇ
Ｉ
Ｄ
（
性
同
一
性
障
害
）

学
会
第
一
五
回
研
究
大
会
二
〇
一
三
年
三
月
）
も
あ
る
。

　

本
件
の
原
告
で
あ
る
父
親
も
ま
た
、
性
同
一
性
障
害
で
あ
っ
た
。
精

神
的
に
は
自
ら
を
男
性
と
認
識
し
て
い
る
が
、
体
は
男
性
と
し
て
の
生

殖
的
な
機
能
を
有
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
女
性
と
の
間
に
自
ら
の

血
の
繋
が
っ
た
子
供
を
も
う
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
明
ら
か
に
血
の
繋
が
ら
な
い
子
供
に
対
し
て
、
民
法
七
七
二
条
に

お
け
る
嫡
出
の
推
定
を
認
め
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
今

回
の
主
た
る
法
的
論
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
夫
婦
が
婚
姻
関
係
に
あ
っ

て
も
、
明
ら
か
に
客
観
的
か
つ
外
形
的
に
血
縁
的
な
親
子
関
係
が
生
じ

な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
性
的
関
係
を
持
ち
え
な
い

な
ど
遺
伝
的
な
子
を
も
う
け
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ

る
場
合
に
は
、
子
が
実
質
的
に
は
民
法
七
七
二
条
の
父
子
関
係
の
推
定

を
受
け
な
い
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
の
判
例
で
あ
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
今
回
の
最
高
裁
の
判
断
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
の
か
の

問
題
も
生
じ
て
く
る
。
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本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
本
決
定
に
非
常
に
関
連
し
て
く
る
性
同

一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
概
観

し
、
本
事
例
内
容
、
原
々
審
判
、
原
決
定
、
最
高
裁
決
定
に
つ
い
て
紹

介
を
し
た
上
で
、
性
同
一
性
障
害
者
の
嫡
出
推
定
に
よ
る
父
子
関
係
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

二
　
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律

　

本
法
律
は
、
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
に
成
立
し
、
一
年
後
に
施
行

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
以
下
、
特
例
法
と
略
称
）。
わ
ず
か
五
か
条
に

よ
る
法
律
で
あ
り
、
第
二
条
に
お
い
て
①
「
性
同
一
性
障
害
者
」
と

は
、
生
物
学
的
に
は
性
別
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
理

的
に
は
そ
れ
と
は
別
の
性
別
で
あ
る
と
の
持
続
的
な
確
信
を
も
ち
、
②

自
己
を
身
体
的
及
び
社
会
的
に
他
の
性
別
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
意

思
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
③
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
診
断
を
的

確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
二
人
以
上
の
医
師

の
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
行
う
診
断
が
一
致

し
て
い
る
も
の
を
い
う
、
と
し
て
性
同
一
性
障
害
者
を
定
義
し
た
。
そ

し
て
、
第
三
条
に
お
い
て
、
家
庭
裁
判
所
は
、
性
同
一
性
障
害
者
の
う

ち
記
載
さ
れ
て
い
る
五
つ
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
者
が
請
求
を
す
る
こ

と
で
、
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
で
き
る
と
し
、
第
四
条
に
お

い
て
、
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
は
、
民
法
そ
の
他

の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
お
い
て
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
他
の
性
別
に
変
わ
っ
た
も
の
と
み
な
す
と
し
て
い
る
。

　

第
三
条
に
お
け
る
条
件
に
は
、
①
二
十
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
、
②
現

に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
③
現
に
子
が
い
な
い
こ
と
、
④
生
殖
が

な
い
こ
と
又
は
生
殖
腺
の
機
能
を
永
続
的
に
欠
く
状
態
で
あ
る
こ
と
、

⑤
身
体
に
他
の
性
別
に
係
る
身
体
の
性
器
に
係
る
部
分
に
近
似
す
る
外

観
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
五
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
③
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
〇
年
の
改
正
に
お
い
て
、
性
同
一
性
障
害
者
か
ら

の
希
望
を
入
れ
る
か
た
ち
で
「
子
」
か
ら
「
未
成
年
の
子
」
へ
と
変
更

さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
立
法
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
性
同
一
性
障
害
に
つ
い

て
日
本
精
神
神
経
学
会
が
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
診
察

と
治
療
が
行
わ
れ
て
お
り
、
性
別
適
合
手
術
も
医
学
的
か
つ
法
的
に
適

正
な
治
療
と
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名
の

変
更
の
み
な
ら
ず
戸
籍
の
訂
正
手
続
き
に
よ
る
戸
籍
の
続
柄
の
記
載
の

変
更
を
始
め
と
し
て
、
社
会
的
な
不
利
益
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
た
（
参
議
院
本
会
議
、
平
成
一
五
年
七
月
二
日
、
性
同
一
性
障
害
者

の
性
別
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
提
案
理
由
）。
さ
ら
に
第
三
条
に
お
い

て
条
件
を
付
け
る
事
で
、
本
人
以
外
の
人
々
に
混
乱
を
来
た
さ
な
い
よ

う
な
配
慮
も
な
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
④
生
殖
が
な
い
こ
と
又
は
生

殖
腺
の
機
能
を
永
続
的
に
欠
く
状
態
で
あ
る
こ
と
、
⑤
身
体
に
他
の
性

別
に
係
る
身
体
の
性
器
に
係
る
部
分
に
近
似
す
る
外
観
を
備
え
て
い
る

こ
と
、
の
二
点
か
ら
は
、
性
別
適
合
手
術
を
受
け
る
こ
と
で
、
他
人
が

見
て
も
他
の
性
別
に
近
い
外
観
が
あ
り
、
元
の
生
殖
機
能
を
失
わ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
③
現
に
子
が
い
な
い
こ
と
、
②
現
に
婚

姻
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
と
い
う
条
件
が
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
に
と
っ
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て
は
親
の
性
別
が
変
更
す
る
こ
と
で
心
理
的
に
多
大
な
混
乱
を
受
け
る

し
、
配
偶
者
に
と
っ
て
も
個
人
的
な
影
響
が
あ
る
と
同
時
に
、
法
的
に

も
同
性
婚
を
認
め
て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
事
実
上
の
同
性
婚
状
態
と

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
点
に
配
慮
さ
れ
た
法
律
で
あ

る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
反
面
、
こ
の
法
律
は
議
員
立
法
で
あ
り
、
法
制
審
議
会
に
か

け
ら
れ
て
学
者
が
審
議
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
立
法
過
程
に
お
い

て
も
身
体
の
性
で
婚
姻
し
た
り
子
を
も
う
け
た
性
同
一
性
障
害
者
の
性

変
更
が
も
た
ら
す
問
題
に
つ
い
て
も
、
議
論
は
深
め
ら
れ
な
か
っ
た

（
水
野
紀
子
「
性
同
一
性
障
害
者
の
婚
姻
に
よ
る
嫡
出
推
定
」
松
浦
好
治
・

松
川
正
毅
・
千
葉
恵
美
子
編
『
市
民
法
の
新
た
な
挑
戦
』（
信
山
社
、

二
〇
一
三
年
）
六
〇
二
頁
）。
そ
し
て
平
成
二
十
年
の
改
正
で
成
年
の
子

が
い
て
も
性
別
変
更
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
も
、
性
同
一
性
障

害
者
の
希
望
を
容
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
、
親
子
関
係

に
つ
い
て
の
議
論
は
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
条
文
に

は
「
現
に
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
後
に
婚
姻

す
る
こ
と
も
、
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
い
く
ら
性
別
変
更
の
審
判
の
請
求
時
点
で
は
第
三
条
に

お
い
て
様
々
な
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
条
件
を
設
け
て
い
て
も
、
審

判
に
よ
っ
て
他
の
性
別
に
変
わ
っ
た
も
の
と
み
な
す
と
し
て
し
ま
え

ば
、
そ
の
後
に
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え

ば
、
性
別
変
更
の
審
判
の
請
求
時
点
で
は
婚
姻
し
て
い
な
く
て
も
、
後

に
婚
姻
を
し
た
り
、
自
然
に
は
生
殖
は
不
可
能
で
あ
っ
て
も
生
殖
補
助

医
療
を
用
い
て
他
人
の
精
子
・
卵
子
を
使
っ
て
子
ど
も
を
つ
く
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
が
、
本
事
例
に
お
い

て
も
、
問
題
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
事
例
の
概
要
と
原
々
審
判
、
原
決
定

　

本
件
の
原
告
で
あ
る
Ａ
は
、
平
成
一
六
年
に
性
別
適
合
手
術
を
受

け
、
平
成
二
〇
年
に
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
い
て
性
別
の
取
扱
い
を
男
性
に
変
更
し
た
。
そ
の

後
、
Ａ
は
Ｂ
と
結
婚
し
、
平
成
二
一
年
一
一
月
に
第
三
者
か
ら
の
精
子

提
供
（
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
）
に
よ
り
男
子
Ｃ
を
も
う
け
た
。
平
成

二
四
年
四
月
に
Ｃ
の
出
生
の
届
出
を
し
た
と
こ
ろ
、
Ｄ
区
長
は
Ｃ
の
戸

籍
に
つ
い
て
父
の
欄
を
空
欄
と
し
た
為
、
Ａ
と
Ｂ
は
戸
籍
法
一
一
三
条

に
基
づ
い
て
、
父
の
欄
を
空
欄
か
ら
Ａ
に
訂
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
申

し
立
て
を
行
っ
た
。

　

こ
の
申
し
立
て
に
対
し
、
原
々
審
判
で
あ
る
東
京
家
裁
の
平
成
二
四

年
一
〇
月
三
一
日
の
審
判
に
お
い
て
は
、
申
し
立
て
を
却
下
し
た
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
Ａ
に
は
生
殖
能
力
が
な
い
こ
と
は
戸
籍
上
客
観
的

に
明
ら
か
で
あ
り
、
Ｃ
が
Ａ
と
Ｂ
の
嫡
出
子
と
は
推
定
で
き
な
い
の

で
、
Ｄ
区
長
が
Ｃ
に
つ
い
て
非
嫡
出
子
と
し
て
記
載
し
た
こ
と
が
戸
籍

法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
特
別
養
子
縁
組
を
す
る
こ
と
で
子

供
の
法
的
保
護
に
欠
け
る
こ
と
は
な
い
と
の
判
断
で
あ
っ
た
。
こ
の
判

断
に
対
し
、
Ａ
と
Ｂ
ら
は
、
Ｃ
に
つ
い
て
非
嫡
出
子
と
し
て
記
載
す
る

こ
と
は
憲
法
一
三
条
、
一
四
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
、
即
時
抗
告

を
申
立
て
た
。
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そ
し
て
、
原
決
定
で
あ
る
東
京
高
裁
の
平
成
二
四
年
一
二
月
二
六
日

の
第
九
民
事
部
決
定
に
お
い
て
も
、
本
件
抗
告
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る

と
判
断
し
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
を
述
べ
て
い
る
。「
嫡
出
親
子
関
係

は
、
生
理
的
な
血
縁
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
婚
姻
を
基
盤
と
し
て
判
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
父
子
関
係
の
嫡
出
性
の
推
定
に
関
し
、
民
法

七
七
二
条
は
、
妻
が
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
子
を
夫
の
子
と
推
定
し
、
婚

姻
中
の
懐
胎
を
子
の
出
生
時
期
に
よ
っ
て
推
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家

庭
の
平
和
を
維
持
し
、
夫
婦
関
係
の
秘
事
を
公
に
す
る
こ
と
を
防
ぐ
と

と
も
に
、
父
子
関
係
の
早
期
安
定
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
戸
籍
の
記
載
上
、
生
理
的
な
血
縁
が
存
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
適
用
の
前
提
を
欠
く
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
の
平
和
を
維
持
し
、
夫
婦

関
係
の
秘
事
を
公
に
す
る
こ
と
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
…
（
中
略
）
…
戸
籍
上
の
処
理
は
、
あ
く
ま
で
も
Ｃ
が
客
観

的
外
観
的
に
抗
告
人
ら
の
嫡
出
子
と
し
て
推
定
さ
れ
ず
、
嫡
出
で
な
い

子
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
事
実
の
認
定
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
抗
告
人
ら
の
主
張
を
考
慮
し
て
も
、
本
件
戸
籍
記
載
が
憲
法
一
四

条
又
は
一
三
条
に
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」（
判
例
タ

イ
ム
ズN

o.1388

（
二
〇
一
三
年
七
月
）
二
八
四
―
二
八
六
頁
）

　

Ａ
と
Ｂ
は
、
Ｃ
が
民
法
七
七
二
条
に
よ
る
嫡
出
の
推
定
を
受
け
る
か

ら
本
件
戸
籍
記
載
は
法
律
上
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
最
高

裁
判
所
に
許
可
抗
告
を
申
し
立
て
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
今
回
の
最
高
裁

の
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
最
高
裁
決
定

　

平
成
二
五
年
一
二
月
一
〇
日
、
第
三
小
法
廷
は
、
主
文
で
「
原
決
定

を
破
棄
し
、
原
々
審
判
を
取
り
消
す
。「
父
」
の
欄
に
「
Ａ
」
と
記
載

し
、「
届
出
日　

平
成
二
四
年
一
月
▲
日
」「
届
出
人　

父
」
と
記
載
す

る
旨
の
戸
籍
の
訂
正
を
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。」
と
の
決
定
を
下
し

た
（
平
成
二
五
年
�許
第
五
号　

戸
籍
訂
正
許
可
申
立
て
却
下
審
判
に
対

す
る
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
）。
三
―
二
と
い
う
僅

差
で
の
決
定
で
、
二
つ
の
補
足
意
見
と
二
つ
の
反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
い
か
に
性
同
一
性
障
害
者
の
親
子
関
係
の
問
題
が
法
的
に
複

雑
な
問
題
で
あ
る
か
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
多
数
意
見
に
お
い
て
は
Ａ
を
法
的
な
父
と
し
た
が
、
理
由
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
特
例
法
三
条
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
男
性
へ
の
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
は
、
以
後
、

法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
男
性
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
民
法
の
規

定
に
基
づ
き
夫
と
し
て
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
婚
姻

中
に
そ
の
妻
が
子
を
懐
胎
し
た
と
き
は
、
同
法
七
七
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
子
は
当
該
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
民
法
七
七
二
条
二
項
所
定
の
期
間
内
に
妻
が
出
産
し
た
子

に
つ
い
て
、
妻
が
そ
の
子
を
懐
胎
す
べ
き
時
期
に
、
既
に
夫
婦
が
事
実

上
の
離
婚
を
し
て
夫
婦
の
実
態
が
失
わ
れ
、
又
は
遠
隔
地
に
居
住
し

て
、
夫
婦
間
に
性
的
関
係
を
持
つ
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
な
ど
の
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
子
は
実
質
的
に
は
同

条
の
推
定
を
受
け
な
い
こ
と
は
、
当
審
の
判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
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る
が
、
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
妻

と
の
性
的
関
係
に
よ
っ
て
子
を
も
う
け
る
こ
と
は
お
よ
そ
想
定
で
き
な

い
も
の
の
、
一
方
で
そ
の
よ
う
な
者
に
婚
姻
す
る
こ
と
を
認
め
な
が

ら
、
他
方
で
、
そ
の
主
要
な
効
果
で
あ
る
同
条
に
よ
る
嫡
出
の
推
定
に

つ
い
て
の
規
定
の
適
用
を
、
妻
と
の
性
的
関
係
の
結
果
も
う
け
た
子
で

は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
理
由
に
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
多
数
意
見
で
は
、
特

例
法
第
三
条
一
項
を
文
字
通
り
捉
え
、
男
性
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
以
上
は
、
当
然
に
七
七
二
条
の
嫡
出
推
定
も
認
め
ら
れ
る
べ
き

こ
と
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
の
判
断
で
あ
る
「
夫
婦
間
で
の
性
的

関
係
を
持
つ
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
等
の
事
情
が
あ

る
場
合
に
は
、
実
質
的
な
嫡
子
推
定
受
け
な
い
」
と
は
矛
盾
す
る
も
の

の
、
婚
姻
を
認
め
な
が
ら
婚
姻
の
主
た
る
効
果
で
あ
る
嫡
出
推
定
を
認

め
な
い
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。

　

こ
の
多
数
意
見
へ
の
補
足
意
見
と
し
て
、
寺
田
逸
郎
裁
判
官
は
、

「
現
在
の
民
法
で
は
、「
夫
婦
」
を
成
り
立
た
せ
る
婚
姻
は
、
単
な
る
男

女
カ
ッ
プ
ル
の
公
認
に
止
ま
ら
ず
、
夫
婦
間
に
生
ま
れ
た
子
を
そ
の
嫡

出
子
と
す
る
仕
組
み
と
強
く
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存

在
を
通
じ
て
次
の
世
代
へ
の
承
継
を
予
定
し
た
家
族
関
係
を
作
ろ
う
と

す
る
趣
旨
を
中
心
に
据
え
た
制
度
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
…
（
中
略
）

…
つ
ま
り
、「
血
縁
関
係
に
よ
る
子
を
も
う
け
得
な
い
一
定
の
範
疇
の

男
女
に
特
例
を
設
け
て
ま
で
婚
姻
を
認
め
た
以
上
は
、
血
縁
関
係
が
な

い
こ
と
を
理
由
に
嫡
出
子
を
持
つ
可
能
性
を
排
除
す
る
よ
う
な
こ
と
は

し
な
い
」
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
、
婚
姻
は
嫡
出
子

の
仕
組
み
と
強
く
結
び
付
い
て
い
る
以
上
、
血
縁
関
係
よ
り
も
嫡
出
推

定
を
優
先
す
べ
き
と
補
足
し
た
。

　

さ
ら
に
、
裁
判
官
木
内
道
祥
裁
判
官
は
、「
民
法
七
七
二
条
に
よ
る

推
定
の
趣
旨
は
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
に
よ
る
以
外
は
夫
婦
の
間
の
家
庭

内
の
事
情
、
第
三
者
か
ら
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
取
り

上
げ
て
父
子
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
血
縁
関
係
の
不
存
在
が
明
ら
か
で
あ
る
と
第
三
者

に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
夫
が
特
例
法
の
審
判
を
受

け
た
と
い
う
事
実
は
第
三
者
に
と
っ
て
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
く
、
嫡

出
推
定
を
排
除
す
る
理
由
に
は
該
当
し
な
い
。
…
（
中
略
）
…
子
の
立

場
か
ら
み
る
と
、
民
法
七
七
二
条
に
よ
る
嫡
出
推
定
は
父
を
確
保
す
る

も
の
で
あ
り
、
子
の
利
益
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、
嫡
出

推
定
は
第
三
者
か
ら
見
て
も
血
縁
の
不
存
在
が
明
ら
か
な
場
合
に
の
み

否
定
さ
れ
る
が
、
夫
が
特
例
法
の
審
判
を
受
け
た
こ
と
は
第
三
者
に
は

明
ら
か
で
は
な
い
、
と
し
て
本
事
例
に
お
い
て
は
嫡
出
推
定
が
排
除
さ

れ
ず
、
ま
た
子
の
立
場
か
ら
し
て
も
嫡
出
推
定
に
よ
っ
て
法
的
に
父
親

が
確
保
さ
れ
る
の
で
子
の
利
益
と
し
て
補
足
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
補
足
意
見
も
含
め
る
と
、
実
際
に
血
が
繋
が
っ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
の
か
で
は
な
く
、
第
三
者
か
ら
見
て
血
縁
の
不
存
在

が
明
ら
か
な
場
合
か
ど
う
か
を
判
断
基
準
と
し
、
ま
た
わ
ざ
わ
ざ
特
別

法
に
お
い
て
婚
姻
を
認
め
て
い
る
以
上
は
嫡
出
子
を
認
め
た
も
同
然
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
様
な
多
数
意
見
に
対
し
、
反
対
意
見
と
し
て
は
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
岡
部
喜
代
子
裁
判
官
は
、「
Ａ
は
、
特
例

法
三
条
一
項
に
よ
る
審
判
を
受
け
た
者
と
し
て
同
法
四
条
一
項
に
よ
り

男
性
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
男
性
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
は
民
法
の
規
定
に
従
っ
て
婚
姻
す
る

こ
と
が
で
き
、
ま
た
父
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現
実
に
親

子
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
親
子
関
係
成
立
に
関
す
る

要
件
を
満
た
す
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
特

例
法
は
親
子
関
係
の
成
否
に
関
し
て
何
ら
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
親
子
関
係
の
成
否
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
関
す
る
法
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。

本
件
に
お
い
て
妻
の
産
ん
だ
子
の
父
が
妻
の
夫
で
あ
る
か
否
か
は
嫡
出

親
子
関
係
の
成
立
要
件
を
充
足
す
る
か
否
か
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
子

を
儲
け
る
可
能
性
の
な
い
婚
姻
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
当
然
に
嫡
出

親
子
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

　

嫡
出
子
と
は
、
本
来
夫
婦
間
の
婚
姻
に
お
い
て
性
交
渉
が
存
在
し
、

妻
が
夫
に
よ
っ
て
懐
胎
し
た
結
果
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
と
こ
ろ
、
当
該

子
が
夫
に
よ
っ
て
懐
胎
さ
れ
た
か
否
か
が
明
確
で
は
な
い
の
で
、
民
法

は
七
七
二
条
一
項
、
二
項
の
二
重
の
推
定
に
よ
っ
て
夫
の
子
で
あ
る
こ

と
を
強
力
に
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
特
例
法
三
条
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
男
性
へ
の
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
受
け

た
者
は
、
従
来
の
女
性
と
し
て
の
生
殖
腺
は
永
続
的
に
欠
い
て
い
る

が
、
生
物
学
上
は
女
性
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
者
で
あ
り
、
性

別
の
変
更
が
認
め
ら
れ
て
も
、
変
更
後
の
男
性
と
し
て
の
生
殖
機
能
を

現
在
の
医
学
で
は
勝
ち
得
な
い
以
上
、
夫
と
し
て
妻
を
自
然
生
殖
で
懐

胎
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
嫡
出
推
定

の
及
ば
な
い
場
合
と
し
て
当
審
が
従
来
よ
り
認
め
て
い
る
の
は
、
多
数

意
見
の
述
べ
る
と
お
り
、
事
実
上
の
離
婚
、
遠
隔
地
居
住
な
ど
夫
婦
間

に
性
的
関
係
を
持
つ
機
会
の
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
の

事
情
の
あ
る
場
合
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
も
ま
た
夫
婦
間
に
性
的
関
係

を
持
つ
機
会
の
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
事
情
の
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
、
上
記
判
例
の
示
す
と
こ
ろ
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
…
（
中
略
）

…
以
上
の
解
釈
は
、
原
則
と
し
て
血
縁
の
あ
る
と
こ
ろ
に
実
親
子
関
係

を
認
め
よ
う
と
す
る
民
法
の
原
則
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
上
述

し
た
特
例
法
の
趣
旨
に
も
沿
う
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
実
体
法
上
抗
告
人
Ａ
は
Ｃ
の
父
で
は
な
い
と
こ

ろ
、
同
抗
告
人
が
特
例
法
三
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
男
性
へ
の
性
別

の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
が
戸
籍
に
記
載
さ

れ
て
い
る
本
件
に
お
い
て
は
、
形
式
的
審
査
権
の
下
に
お
い
て
も
戸
籍

事
務
管
掌
者
の
し
た
本
件
戸
籍
記
載
は
違
法
と
は
い
え
な
い
。」
と
述

べ
、
特
例
法
は
親
子
関
係
の
成
否
に
関
し
て
何
ら
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な

い
以
上
、
現
実
に
親
子
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
親
子

関
係
成
立
に
関
す
る
要
件
を
満
た
す
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ

き
と
し
て
、
原
則
と
し
て
血
縁
の
あ
る
と
こ
ろ
に
実
親
子
関
係
を
認
め

よ
う
と
す
る
民
法
の
原
則
に
従
う
べ
き
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
も

ま
た
夫
婦
間
に
性
的
関
係
を
持
つ
機
会
の
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
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事
情
の
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
親
子
関
係
は
成
立
し
な
い
と
解
釈
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
大
谷
剛
彦
裁
判
長
も
ま
た
岡
部
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
賛

同
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
特
例
法
四
条
一
項
は
、
性

別
の
取
扱
い
の
変
更
を
受
け
た
者
は
、
民
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
他
の
性
別
に
変

わ
っ
た
も
の
と
み
な
す
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
民
法
の
規
定
に
つ

い
て
解
釈
上
の
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
例

法
の
制
度
目
的
や
制
度
設
計
の
理
解
の
上
に
立
っ
た
民
法
の
解
釈
に

従
っ
て
適
用
が
図
ら
れ
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
特
例
法
二
条
の
性
同
一
性
障
害
者
の
定
義
規
定
や
特
例
法

三
条
一
項
四
号
の
性
別
取
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て
生
殖
腺
を
欠
く
こ
と

等
の
要
件
の
規
定
、
及
び
現
在
の
生
殖
医
療
技
術
を
踏
ま
え
れ
ば
、
特

例
法
の
制
度
設
計
に
お
い
て
は
、
性
別
取
扱
い
の
変
更
を
受
け
た
者
が

遺
伝
的
な
子
を
も
う
け
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
否
定

で
き
な
い
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
…
（
中
略
）
…
以
上
の
よ
う
な
特

例
法
の
制
度
設
計
を
前
提
と
し
て
現
在
の
民
法
を
解
釈
す
る
と
、
本
件

の
抗
告
人
ら
の
子
の
地
位
は
、
父
子
関
係
の
推
定
が
及
ば
な
い
、
い
わ

ゆ
る
「
推
定
の
及
ば
な
い
嫡
出
子
」
の
範
疇
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
の
で
、
私
は
、
岡
部
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
賛
同
し
、
そ
の
理
由

に
つ
い
て
は
同
意
見
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
と
考
え
る
も
の
で
あ

る
。」
と
し
て
、
岡
部
裁
判
官
の
反
対
理
由
に
加
え
て
、
い
く
ら
他
の

性
別
に
変
わ
っ
た
も
の
と
み
な
す
と
し
て
い
て
も
、
民
法
解
釈
に
当

た
っ
て
は
特
例
法
の
制
度
目
的
・
制
度
設
計
の
理
解
の
上
に
立
つ
と
、

血
縁
の
繋
が
ら
な
い
者
同
士
を
実
親
子
関
係
と
認
め
る
よ
う
な
民
法
の

規
定
は
適
用
す
る
は
ず
が
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
検
討

　

多
数
意
見
で
は
、
嫡
出
推
定
は
婚
姻
の
主
た
る
効
果
で
あ
り
、
特
例

法
に
よ
っ
て
性
の
変
更
に
よ
り
婚
姻
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
嫡

出
推
定
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
述
べ
る
。
ま
た
、
補
足
意
見
に
よ
れ

ば
、
七
七
二
条
の
嫡
出
推
定
が
否
定
さ
れ
る
の
は
第
三
者
か
ら
見
て
も

血
縁
の
不
存
在
が
明
ら
か
な
場
合
だ
け
で
あ
り
、
家
庭
内
の
事
情
、
第

三
者
か
ら
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
取
り
上
げ
て
父
子
関

係
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。

　

し
か
し
、
婚
姻
そ
の
も
の
は
性
の
変
更
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
自
然
に
子
ど
も
が
懐
胎
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
寺
田

裁
判
官
の
補
足
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、「
現
在
の
民
法
で
は
、「
夫
婦
」

を
成
り
立
た
せ
る
婚
姻
は
、
単
な
る
男
女
カ
ッ
プ
ル
の
公
認
に
止
ま
ら

ず
、
夫
婦
間
に
生
ま
れ
た
子
を
そ
の
嫡
出
子
と
す
る
仕
組
み
と
強
く
結

び
付
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
通
じ
て
次
の
世
代
へ
の
承

継
を
予
定
し
た
家
族
関
係
を
作
ろ
う
と
す
る
趣
旨
を
中
心
に
据
え
た
制

度
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。」
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
夫
婦

間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
」
と
は
、
単
に
法
的
に
夫
婦
に
あ
る
者
の
間
に

生
ま
れ
た
子
ど
も
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
夫
婦
間
に
性
的
行
為

が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
然
に
両
親
の
血
を
つ
い
で
生
ま
れ
た
子

の
こ
と
を
指
す
と
い
う
の
が
、
今
の
日
本
社
会
の
一
般
的
な
考
え
方
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、「
家
族
」
や
「
親
子
関

係
」
は
原
則
と
し
て
血
縁
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
他
人
の

精
子
を
も
と
に
人
為
的
に
作
り
出
し
た
子
ど
も
を
実
子
と
す
る
こ
と
は

常
識
的
に
考
え
て
も
認
め
が
た
い
見
解
で
あ
る
。
も
し
、
血
縁
を
全
く

関
係
な
く
し
て
「
実
親
子
関
係
」
を
法
的
に
自
由
に
認
め
る
と
な
れ

ば
、
そ
れ
は
性
同
一
性
障
害
者
特
有
の
問
題
を
超
え
て
、
社
会
全
体
と

し
て
「
家
族
」
や
「
親
子
関
係
」
を
ど
の
よ
う
に
法
的
に
考
え
る
か
と

い
う
問
題
へ
と
直
結
し
、
家
族
法
の
原
則
を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
な
大

き
な
変
更
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
特
例
法
自
体
も
、
親
の
性
転
換
に

子
ど
も
を
巻
き
込
む
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
親
子
関
係
に
配
慮
す
る
こ

と
で
極
力
性
の
変
更
へ
の
条
件
を
厳
し
く
し
て
お
り
、
何
よ
り
子
ど
も

が
生
ま
れ
た
場
合
の
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
を
し
て
い
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
対
意
見
に
も
あ
る
よ
う
に
、
制
度
目
的
や
制
度
設

計
に
従
っ
た
民
法
解
釈
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
特
例
法
四
条
に

よ
っ
て
「
他
の
性
別
に
変
わ
っ
た
も
の
と
み
な
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い

て
も
、
七
七
二
条
の
嫡
出
性
の
推
定
に
は
及
ぶ
べ
き
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
木
内
補
足
意
見
に
お
い
て
は
、
子
に
と
っ
て
は
早
急
に
親

子
関
係
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
が
子
の
利
益
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
昨
今

生
殖
補
助
医
療
の
領
域
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
子
ど

も
の
出
自
を
知
る
権
利
」
で
あ
る
。
血
の
繋
が
っ
た
親
を
知
る
こ
と
、

子
ど
も
の
側
が
望
め
ば
そ
の
親
と
関
わ
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
は
、
子

ど
も
の
精
神
的
な
成
熟
に
非
常
に
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
（
拙

稿
「
生
殖
補
助
医
療
と
親
子
法
」
現
代
社
会
研
究
第
九
号
九
八
頁
）。
血
縁

の
存
在
は
関
係
な
く
、
早
急
に
法
的
な
父
親
を
確
定
す
れ
ば
、
子
ど
も

自
身
が
自
ら
の
ル
ー
ツ
を
知
る
機
会
を
永
久
に
葬
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
で
生
ま
れ
た
人

の
自
助
グ
ル
ー
プ
、
長
沖
暁
子
著
『
Ａ
Ｉ
Ｄ
で
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と

精
子
提
供
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
声
』（
萬
書
房
、
二
〇
一
四
年
）

か
ら
は
、
子
ど
も
達
の
生
の
声
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。）。

　

そ
れ
を
元
に
今
回
の
父
子
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
子
は

成
長
し
て
、
父
を
父
と
信
じ
ら
れ
な
い
た
め
苦
悩
を
抱
え
る
こ
と
に
な

る
。
人
工
授
精
で
子
ど
も
を
も
う
け
、
法
律
上
も
父
親
と
な
る
こ
と
は

子
の
苦
悩
を
考
え
な
い
親
の
エ
ゴ
で
あ
り
、
権
利
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。」（
産
経
新
聞
二
〇
一
三
年
十
二
月
十
二
日
）
と
い
う
水
野
教
授
の
見

解
は
、
非
常
に
納
得
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
今
回
の
決
定
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
の
多
数
意
見
よ
り

も
、
下
級
審
や
最
高
裁
の
反
対
意
見
の
方
が
、
現
実
に
即
し
た
常
識
的

な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
　
む
す
び

　

医
療
技
術
の
進
歩
は
、
自
然
で
は
決
し
て
起
こ
り
え
な
い
事
柄
を
可

能
と
し
て
き
た
。
ま
た
、
法
に
お
い
て
も
、
個
人
の
自
己
決
定
や
自
由

の
拡
大
や
多
様
性
に
つ
い
て
、
よ
り
広
く
個
人
の
望
み
を
叶
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
医
療
技
術
に
お
い
て
現
実
に
可
能
と
な
っ

た
と
し
て
も
、
倫
理
的
な
問
題
等
に
お
い
て
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
。　

ま
た
、
法
は
、
す
べ
て
の
人
に
平
等
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に
適
用
さ
れ
る
一
般
的
・
抽
象
的
な
規
範
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る

特
定
の
人
々
を
対
象
に
つ
く
ら
れ
た
法
律
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
律

が
成
立
し
た
途
端
に
そ
の
制
度
が
当
た
り
前
の
制
度
と
な
り
、
そ
れ
が

標
準
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
歯
止
め
が
必
要

と
な
っ
て
は
こ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
の
ケ
ー
ス
で
言
え
ば
、
同
性

同
士
が
両
方
の
血
を
ひ
い
た
子
ど
も
を
つ
く
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
に
反
し
て
ま
で
片
方
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
し
か
受
け
継

い
で
い
な
い
子
ど
も
を
人
為
的
に
作
り
出
し
て
お
い
て
、
何
故
法
的
に

ま
で
実
子
と
し
た
い
の
か
。
せ
っ
か
く
特
例
法
に
お
い
て
子
ど
も
の
存

在
が
な
い
場
合
に
の
み
性
別
を
変
更
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
性
同
一
性
障
害
者
か
ら
の
要
望
に
従
っ
て
未
成
年
者

以
外
の
子
ど
も
が
い
る
者
に
も
性
別
変
更
出
来
る
よ
う
に
改
正
し
た
時

に
、
何
故
親
子
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
つ
い
て
慎
重
に
議
論
さ
れ

な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
性
転
換
し
た
後
に
結
婚
し
た
り
子
ど
も
を
も

う
け
た
時
に
、
家
族
や
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
法
的
に
定

義
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
日
本
の
社
会
に
お
い
て
は
、
家
族
や
親
子

間
に
血
の
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
が
自
然
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
人
為
的
に
血
の
繋
が
ら
な
い
子
ど
も
を
作
り
出
し
た
上
で
、
法

的
に
実
子
と
す
る
こ
と
は
親
の
権
利
濫
用
と
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
血
の
繋
が
っ
た
親
を
一
生
探
し

出
せ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

今
回
は
特
例
法
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
で
は
あ
っ

た
が
、
特
例
法
自
体
、
特
に
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
大
き
な
問
題
が
存

在
す
る
。
性
同
一
性
障
害
者
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、「
親
子
関
係
」

「
家
族
」
と
は
ど
の
よ
う
に
法
的
に
定
義
す
べ
き
な
の
か
、「
子
ど
も
の

利
益
」
を
ど
の
よ
う
な
考
え
る
の
か
と
い
う
社
会
全
体
の
問
題
と
し

て
、
今
後
は
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
・
修
正
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
最
高
裁
決
定
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

�

（
い
け
や　

か
ず
こ
・
長
崎
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）
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