
（
１
）

戦
後
、
離
婚
の
際
、
母
親
が
す
べ
て
の
子
ど
も
の
親
権
者
に
な
る
割
合
は
増
え
続
け
、
現
在
で
は
、
約
八
割
に
も
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
母
親
が
子
を
引
き
取
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
戦
後
の
民
法
改
正
が
あ
る
。
現
行
民
法
に
よ
っ
て
、
協
議
離
婚
の
場
合
、
父
母
の
協

議
で
親
権
者
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
戦
前
の
明
治
民
法
（
明
治
三
一
、
一
八
九
八
年
制
定
・
施

行
）
は
、
離
婚
後
も
基
本
的
に
「
家
二
在
ル
父
」
が
親
権
を
行
使
し
、
場
合
に
よ
り
、
父
母
の
協
議
で
監
護
者
を
母
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
は
、
父
が
監
護
者
に
な
る
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。

明
治
民
法
は
こ
の
よ
う
に
母
を
父
の
劣
位
に
置
く
不
平
等
な
法
制
度
で
あ
っ
た
が
、
明
治
民
法
制
定
当
時
の
西
欧
家
族
法
も
ま
た
、
多
か
れ

少
な
か
れ
父
を
優
位
に
置
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
六
年
制
定
の
ド
イ
ツ
民
法
で
は
、
離
婚
の
際
は
無
責
の
配
偶
者
が
監
護
し
、
双
方

有
責
の
場
合
は
、
女
子
お
よ
び
六
歳
以
下
の
男
児
は
母
が
監
護
す
る
が
、
母
の
監
護
は
子
を
代
理
す
る
父
の
権
利
に
は
影
響
が
な
い
と
さ
れ
た

（
一
六
三
五
条
）
。
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
（
一
八
○
四
年
制
定
）
も
、
監
護
権
は
無
過
失
者
に
与
え
ら
れ
た
が
（
三
○
二
条
）
、
母
が
監
護

論
説離

婚
後
の
子
の
帰
属

は
じ
め
に ｌ

明
治
民
法
は
な
ぜ
親
権
と
監
護
を
分
離
し
た
か
Ｉ

キ
ー
ワ
ー
ド
亜
明
沿
民
法
離
婚
子
の
帰
属
親
権
監
謹

広
井
多
鶴
子
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だ
が
、
明
治
民
法
は
は
た
し
て
「
家
」
制
度
に
基
づ
く
が
ゆ
え
に
親
権
と
監
護
を
区
分
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
旧
民
法

（
明
治
二
三
年
、
一
八
九
○
年
制
定
）
は
「
家
」
に
子
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
親
権
も
監
護
も
父
が
行
う
も
の
と
し
た
。
明
治
民
法
は
こ
う
し
た

旧
民
法
の
規
定
を
あ
え
て
修
正
し
て
、
母
が
監
護
者
と
な
る
途
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
「
家
」
制
度
と
の
関
連
の
み
で
、

親
権
と
監
護
の
分
離
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
明
治
民
法
が
な
ぜ
親
権
と
監
護
を
区
分
し
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
明
治
初
年
の
慣
例
や
指
令
か
ら
明
治
民
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
過
程
を
分
析
す
る
。
明
治
民
法
制
定
以
前
に
は
、
離
婚

（
２
）

者
に
な
る
場
合
で
も
、
「
父
が
依
然
と
し
て
親
権
の
行
使
を
保
持
す
る
と
の
構
成
が
と
ら
れ
た
」
。
つ
ま
り
、
「
日
独
仏
い
ず
れ
の
法
制
の
も
と

で
も
、
か
っ
て
は
原
則
と
し
て
父
が
親
権
（
行
使
）
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
離
婚
後
に
お
い
て
は
母
に
も
子
を
監
護
さ
せ
る
こ
と

の
現
実
的
要
請
が
あ
る
た
め
、
母
に
も
（
身
上
）
監
護
を
与
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
「
親
権
と
監
護
の
分
属
」
と

（
３
）

い
う
構
成
が
と
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
欧
近
代
法
が
親
権
と
監
護
を
分
離
し
つ
つ
、
父
に
親
権
を
与
え
る
不
平
等
な
法
制
度
で

（
４
）

あ
る
以
上
、
明
治
民
法
も
こ
う
し
た
近
代
法
の
枠
組
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
明
治
民
法
の
親
権
と
監
護
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
近
代
的
制
度
と
し
て
は
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
主
に

（
ニ
リ
）

「
家
」
制
度
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
と
し
て
親
権
と
監
護
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
石
川
稔
は
、
明
治
民
法
の
不
平
等
に

つ
い
て
、
「
子
は
『
家
』
の
子
と
し
て
『
家
』
に
よ
っ
て
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し

（
６
）

た
が
っ
て
、
旧
法
で
は
、
子
の
利
益
は
も
ち
ろ
ん
親
の
利
益
も
考
慮
さ
れ
る
余
地
の
な
い
法
構
造
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
「
親
権
Ⅱ
父
権
の

段
階
か
ら
実
質
的
に
父
母
平
等
親
権
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
母
に
全
き
親
権
を
与
え
る
こ
と
を
鋳
踏
し
、
し
か
も
子
の
福
祉
の
要
請
か
ら
僅

に
賦
与
さ
れ
た
の
が
監
護
権
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
岡
村
益
の
先
駆
的
な
研
究
に
お
い
て
も
、
明
治
民
法
に
つ
い
て
は
、
「
氏
Ⅱ
家
の
論
理
が

（
７
）

親
権
者
を
決
定
し
た
た
め
監
護
権
分
離
の
現
象
を
来
し
た
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
白
石
玲
子
は
、
西
欧
近
代
法
の
比
較
法
史
的
研
究
か
ら
、

親
権
と
監
護
の
分
離
に
は
子
ど
も
の
利
益
論
に
結
合
す
る
形
で
、
「
育
児
は
母
Ⅱ
女
性
の
役
割
」
と
す
る
「
性
別
役
割
分
担
論
」
が
存
在
し
て

い
た
と
す
る
新
た
な
知
見
を
提
示
し
て
い
る
が
、
明
治
民
法
に
つ
い
て
は
、
「
旧
民
法
の
家
制
度
に
基
づ
く
『
家
』
本
位
の
監
護
者
決
定
方
法

（
Ｈ
）

を
承
継
し
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
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後
の
子
の
帰
属
に
つ
い
て
、
様
々
な
制
度
や
慣
習
、
構
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
明
治
民
法
が
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
改
変
し
、
ま
た
何
を
継

承
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
中
で
、
明
治
民
法
の
歴
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
先
行
研
究
は
西
暦
、
資
料
な
ど
に

つ
い
て
は
元
号
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

近
世
社
会
で
は
、
離
婚
し
た
場
合
、
「
江
戸
時
代
の
慣
習
法
で
は
男
子
は
夫
方
へ
、
女
子
は
妻
方
へ
引
き
取
る
と
い
う
制
が
行
わ
れ
て
い
た

（
９
）

が
、
幕
府
法
で
は
、
男
女
と
も
夫
方
で
扶
養
す
る
方
針
が
と
ら
れ
て
い
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
明
治
初
年
に
全
国
の
慣
例
を
調
査
し
た
『
全

（
川
）

国
民
事
慣
例
類
集
』
で
も
、
「
凡
ソ
離
縁
ノ
ト
キ
夫
婦
間
生
レ
シ
子
女
ア
レ
ハ
男
子
ハ
夫
二
附
シ
女
子
ハ
婦
二
附
シ
テ
養
育
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル

事
一
般
ノ
通
例
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
離
婚
の
際
、
性
別
に
よ
っ
て
子
を
分
け
る
習
慣
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
わ
か
る
。
だ
が
、

『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
に
書
か
れ
た
具
体
的
な
事
例
を
見
る
と
、
一
般
の
通
例
と
は
「
梢
異
ナ
ル
条
款
」
の
た
め
か
、
子
ど
も
を
す
べ
て
父

方
が
引
き
取
る
慣
例
の
地
方
の
方
が
、
子
の
性
別
で
分
け
る
地
方
よ
り
も
多
い
。
幕
府
法
も
か
な
り
浸
透
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
父
の
家
で
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
通
例
の
地
方
で
も
、
「
示
談
」
や
「
契
約
」
に
よ
っ
て
、
母
方
が
子
ど
も
を
引
き
取
る

こ
と
を
認
め
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
。
「
女
子
ヲ
送
付
ス
ル
事
中
人
以
下
二
多
シ
」
（
美
濃
国
）
、
「
女
子
ニ
限
り
許
諾
ス
ル
事
ア
リ
」
（
信
濃
国
）
、

「
嫡
男
ヲ
除
キ
弟
妹
等
ヲ
付
与
ス
ル
事
モ
ア
ル
ナ
リ
」
（
羽
前
国
）
と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
通
常
は
父
方
が
す
べ
て
の
子
を
引
き
取
る
地

方
で
も
、
な
お
子
の
性
別
や
相
続
人
か
ど
う
か
は
、
母
方
へ
の
引
取
り
を
認
め
る
際
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、

母
が
事
情
に
よ
り
嫡
男
を
引
き
取
る
場
合
や
、
一
時
的
に
乳
幼
児
を
養
育
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
階
層
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
伺
え

る
。
つ
ま
り
、
近
世
末
か
ら
明
治
初
年
の
「
家
」
制
度
で
は
、
離
婚
の
際
、
必
ず
し
も
父
が
子
ど
も
を
全
て
引
き
取
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

｜
明
治
前
期
の
慣
例
と
指
令

子
の
引
取
り
の
慣
例
は
地
域
や
階
層
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
治
政
府
は
こ
う
し
た
様
々
な
慣
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（
Ⅲ
）

例
を
ど
の
よ
う
に
統
一
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
八
年
五
月
五
日
の
白
川
県
に
対
す
る
内
務
省
の
指
令
で
は
、
妻
が
「
長
男
」
を
連
れ
帰
る
と
「
双
方
熟
議
ノ
上
」
出
願
し
た
の
に
対
し
、

「
離
縁
ノ
妻
長
男
ヲ
連
し
帰
り
候
儀
ハ
不
相
成
候
事
」
と
し
、
た
だ
し
、
「
疾
病
等
ノ
事
故
ヲ
以
テ
相
続
人
二
不
相
立
者
ハ
連
し
帰
り
不
苦
候
」

と
指
令
し
て
い
る
〔
一
六
○
八
〕
。
同
年
二
月
二
九
日
の
指
令
で
も
、
「
子
女
」
を
連
れ
帰
ろ
う
と
す
る
妻
に
対
し
て
、
長
男
は
「
廃
篤
疾
等

ノ
事
故
」
以
外
は
連
れ
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
女
児
に
関
し
て
は
、
た
と
え
一
人
っ
子
で
あ
っ
て
も
、
夫
の
家
の
貧
困

ゆ
え
に
連
れ
帰
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
〔
明
治
八
年
八
月
九
日
指
令
、
一
六
○
九
〕
。
こ
の
時
期
の
指
令
で
は
、
子
ど
も
の
性
別
と
相
続
人
と
し

て
の
適
格
性
が
重
視
さ
れ
、
親
族
協
議
が
整
っ
て
も
、
嫡
男
は
母
が
連
れ
帰
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
明
治
三
年
七
月
三
日
の
東
京
府
に
対
す
る
指
令
で
は
、
「
子
女
病
身
二
非
ス
ト
雌
モ
該
家
亦
貧
ニ
シ
テ
乳
養
難
相
成
等
無
余

儀
情
実
ニ
ョ
リ
」
、
妻
が
連
れ
帰
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
〔
一
六
二
〕
。
明
治
一
二
年
三
月
四
日
の
指
令
で
は
、
戸
主
が
「
極
貧
」
で
「
疾

病
」
に
か
か
り
、
「
幼
弱
」
の
「
長
次
男
」
を
「
養
育
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
親
族
協
議
に
よ
っ
て
母
方
に
送
籍
し
た
い
と
い
う
申

し
出
に
同
意
し
て
い
る
〔
一
六
一
二
〕
。
明
治
一
三
年
一
○
月
四
日
の
指
令
で
も
、
夫
が
失
除
し
、
戸
主
と
な
る
べ
き
長
男
が
「
幼
年
」
で
生

計
を
立
て
ら
れ
な
い
た
め
、
妻
が
長
男
を
連
れ
帰
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
〔
一
六
一
三
〕
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
二
年
以
降
の
指
令
で
は
、

長
男
で
あ
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
場
合
は
母
方
へ
の
帰
属
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
前
の
よ
う
に
、
長
男
の
相
続
人
と
し
て

の
適
格
性
を
問
う
指
令
も
、
男
女
の
違
い
に
よ
っ
て
区
別
す
る
指
令
も
見
あ
た
ら
な
い
。

（
肥
）

母
へ
の
携
帯
が
認
め
ら
れ
た
止
む
を
得
な
い
事
情
と
し
て
は
、
夫
の
実
刑
や
逃
亡
な
ど
も
あ
る
が
、
多
く
は
貧
困
の
た
め
子
を
養
育
し
え
な

い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
二
二
年
四
月
二
五
日
の
司
法
大
臣
の
指
令
で
は
、
こ
う
し
た
事
情
は
静
岡
県
か
ら
の
伺
に
は
何
ら
記

述
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
親
族
協
議
願
出
シ
長
女
廃
嫡
ノ
上
携
帯
」
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
〔
一
六
二
二
〕
。
同
年
五
月
七
日

の
司
法
大
臣
の
指
令
で
も
§
妻
が
「
子
女
携
帯
復
籍
」
す
る
「
無
余
儀
次
第
」
の
中
身
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
同
様
に
回
答
し
て
い
る
〔
一
六

二
三
〕
。
さ
ら
に
、
明
治
二
九
年
五
月
九
日
の
指
令
で
は
、
「
独
子
」
が
「
未
夕
幼
稚
ニ
シ
テ
養
育
困
難
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
「
廃
嫡
ノ
上

携
帯
復
籍
ヲ
聴
許
シ
苦
シ
カ
ラ
ス
」
と
す
る
〔
一
六
三
一
〕
。
ま
し
て
、
「
嗣
子
権
ヲ
享
有
セ
サ
ル
モ
ノ
」
に
つ
い
て
は
、
「
願
済
セ
シ
ム
ヘ
キ
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事
柄
ニ
ハ
無
之
」
〔
明
治
二
七
年
四
月
二
三
日
指
令
、
一
六
二
九
〕
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
初
年
の
指
令
で
は
、
相
続
人
の
男
児
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
母
が
引
き
取
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、

明
治
一
○
年
代
に
な
る
と
、
性
別
や
相
続
人
と
し
て
の
地
位
に
よ
る
区
別
は
か
な
り
弱
ま
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
嫡
男
で
あ
っ
て
も
、
事
情
に

よ
り
、
母
が
子
を
引
き
取
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
村
上
一
博
は
、
こ
れ
ら
の
指
令
に
つ
い
て
、
離
婚
後
の
妻
へ
の
子
の
帰
属
は
、

も
っ
ぱ
ら
子
の
相
続
人
と
し
て
の
地
位
、
適
格
性
が
判
断
の
基
準
と
さ
れ
、
「
離
婚
後
の
子
の
将
来
に
お
け
る
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
親
権
者

（
燗
）

あ
る
い
は
監
護
者
を
決
定
」
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
、
相
続
人
と
そ
れ
以
外
の
子
と
の
区
別
が
全
く
な
く
な
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
明
治
三
年
以
降
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
相
続
人
で
あ
っ
て
も
、
母
へ
の
携
帯
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
歴

史
的
変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
「
未
夕
幼
稚
ニ
シ
テ
養
育
困
難
」
と
い
う
理
由
の
み
で
、
「
独
子
」
を
母
が
携

帯
す
る
こ
と
を
認
め
た
明
治
二
九
年
五
月
九
日
の
指
令
は
、
幼
児
を
育
て
る
母
の
役
割
を
認
め
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

次
に
、
明
治
期
の
判
例
か
ら
、
離
婚
の
際
の
子
の
帰
属
に
関
し
て
見
て
い
く
。
離
婚
裁
判
を
担
当
し
た
下
級
審
の
民
事
判
決
録
は
ほ
と
ん
ど

公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
閲
覧
も
困
難
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
村
上
一
博
氏
が
収
集
・
復
刻
さ
れ
た
判
決
の
中
か
ら
、
関
連
す
る
三

（
川
）

三
件
の
判
決
（
明
治
一
○
年
か
ら
三
二
年
）
の
分
析
を
行
い
た
い
。
三
三
件
の
う
ち
、
相
手
方
に
対
し
子
ど
も
の
引
き
渡
し
を
求
め
る
裁
判
が
、

実
に
二
四
件
を
占
め
る
。
他
方
、
子
の
取
り
戻
し
を
求
め
る
裁
判
は
五
件
、
母
方
か
ら
養
育
料
の
み
請
求
し
た
ケ
ー
ス
が
三
件
、
認
知
請
求
が

子
ど
も
の
引
き
渡
し
を
求
め
る
二
四
の
判
決
の
多
く
は
、
離
婚
後
に
出
産
し
た
子
や
、
婚
姻
の
儀
式
や
入
籍
を
し
な
い
ま
ま
懐
胎
し
た
子
、

私
通
に
よ
り
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
、
父
方
が
自
分
の
子
と
し
て
認
め
な
い
場
合
で
あ
る
。
判
決
で
は
、
う
ち
一
六
件
が
父
方
に
子
を
引
き
取

る
よ
う
求
め
、
七
件
が
母
方
に
引
き
取
り
を
求
め
て
い
る
（
残
る
一
件
は
手
続
き
論
で
却
下
）
。

一
件
で
あ
る
。

二
子
の
帰
属
を
め
ぐ
る
離
婚
裁
判
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こ
の
よ
う
に
、
子
の
引
き
渡
し
を
求
め
る
裁
判
で
は
、
婚
姻
中
の
子
で
あ
る
か
ど
う
か
が
最
大
の
判
断
基
準
で
あ
り
、
相
続
人
で
あ
る
か
ど

う
か
や
、
子
の
性
別
は
何
ら
問
題
と
さ
れ
な
い
ま
ま
、
婚
姻
中
の
子
は
父
に
帰
属
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
裁
判
の

多
く
が
離
婚
後
に
生
ま
れ
た
嬰
児
の
引
き
渡
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
子
ど
も
の
幼
さ
が
判
決
の
際
に
考
慮
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
離

婚
の
際
、
一
定
年
齢
ま
で
母
方
で
養
育
を
す
る
と
い
う
取
り
決
め
を
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
母
方
が
「
実
子
ナ
ル
ニ
付
稚
裸
中
ョ
リ
」

（
旧
）

父
方
に
引
き
取
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
幼
児
で
あ
る
か
ら
母
方
が
育
て
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
規
範
は
、
原
告
・
被
告

双
方
の
主
張
に
も
、
判
決
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。

一
方
、
子
の
取
り
戻
し
を
求
め
る
裁
判
で
は
、
父
方
と
母
方
の
ど
ち
ら
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
問
う
判
決
も
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
父
と
母

（
帥
）

が
争
っ
た
判
決
は
、
五
件
の
取
り
戻
し
請
求
裁
判
の
内
、
二
件
の
み
で
あ
る
。
そ
の
内
の
一
件
、
明
治
一
○
年
の
高
知
裁
判
所
の
判
決
で
は
、

離
婚
の
際
、
長
男
が
一
五
歳
に
な
る
ま
で
母
方
で
養
育
す
る
契
約
を
行
っ
た
が
、
七
歳
の
時
点
で
父
が
引
き
取
り
を
求
め
て
い
る
。
判
決
は
、

「
抑
モ
子
ヲ
養
育
ス
ル
ハ
父
母
ノ
責
任
ニ
シ
テ
最
モ
父
ヲ
先
ニ
ス
ル
ハ
自
然
ノ
道
タ
リ
然
レ
ハ
則
チ
其
父
二
於
テ
之
ヲ
教
育
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム

ル
ニ
他
ノ
者
ノ
之
ヲ
拒
ム
能
ワ
ザ
ル
ハ
更
二
言
ヲ
俟
ザ
ル
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
父
と
母
の
両
方
に
子
の
養
育
責
任
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

父
の
教
育
責
任
を
優
先
す
る
こ
と
が
「
自
然
ノ
道
」
で
あ
る
と
い
う
。

（
訓
）

も
う
一
つ
の
明
治
一
二
年
の
東
京
控
訴
院
の
判
決
で
は
、
日
本
人
の
夫
が
ア
メ
リ
カ
人
の
妻
に
二
人
の
子
女
の
引
き
渡
し
を
求
め
て
い
る
。

夫
は
自
分
が
主
と
し
て
子
の
養
育
費
用
を
負
担
し
て
き
た
と
述
べ
る
が
、
妻
は
「
小
児
ヲ
控
訴
人
二
委
ネ
置
ク
ハ
小
児
ニ
シ
テ
不
品
行
ヲ
見
習

ハ
シ
メ
小
児
養
育
ノ
道
二
非
サ
ル
」
と
主
張
し
て
い
る
。
判
決
は
、
夫
が
子
ど
も
を
「
教
育
ス
ヘ
キ
ノ
方
法
等
ヲ
詳
述
ス
ル
ニ
ァ
ラ
サ
レ
ハ
被

（
耐
）

養
育
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

（
胴
）

父
方
に
引
き
取
る
よ
う
に
命
じ
た
判
決
は
、
戸
籍
に
「
明
記
シ
ア
レ
ハ
今
二
至
テ
私
生
ナ
リ
ト
ノ
申
分
ハ
採
用
シ
難
シ
」
と
す
る
も
の
や
、

（
脇
）

「
仮
令
婚
姻
ノ
式
ハ
未
夕
行
ハ
サ
ル
ニ
モ
セ
ョ
其
夫
婦
ノ
実
跡
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
父
の
婚
姻
中
の
子
と
し
て
認
め
た
も

の
で
あ
る
。
婚
姻
の
判
断
基
準
は
一
様
で
は
な
い
が
、
婚
姻
中
の
子
と
し
て
認
定
さ
れ
る
以
上
は
、
父
が
引
き
取
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

（
”
）

他
方
、
「
私
生
」
の
子
は
父
と
の
間
に
「
挙
ゲ
タ
ル
児
子
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
強
テ
之
ヲ
引
渡
サ
ン
ト
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
し
て
、
母
が
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控
訴
人
力
幼
児
二
対
ス
ル
慈
母
ノ
愛
情
ヲ
保
タ
ン
コ
ト
ノ
意
望
二
反
シ
之
力
請
求
ヲ
排
斥
ス
ヘ
キ
ノ
必
要
ヲ
認
メ
サ
レ
ハ
其
教
育
ヲ
受
ク
ル
ノ

幼
児
二
於
テ
之
ヲ
拒
マ
サ
ル
以
上
控
訴
人
ハ
其
請
求
二
応
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
結
論
づ
け
る
。
明
治
一
○
年
の
高
知
裁
判
所
の
判
決
が
「
自

然
ノ
道
」
と
し
た
父
の
養
育
責
任
は
、
こ
の
判
決
で
は
必
ず
し
も
自
明
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
父
の
優
位
を
ゆ
る
が
し
た
の
は
、
子

ど
も
の
教
育
や
子
ど
も
の
意
志
、
そ
し
て
「
慈
母
ノ
愛
情
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
加
味
さ
れ
た
結
果
、
母
が
子
を
引
き
取
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

な
お
、
明
治
民
法
制
定
以
前
、
指
令
や
判
決
で
母
が
子
を
養
育
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
子
は
母
方
に
転
籍
さ
れ
、
母
方
に
帰

属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
婦
へ
付
セ
シ
子
ハ
其
夫
タ
リ
シ
者
終
身
子
視
セ
サ
ル
事
ニ
テ
其
子
ノ
身
上
総
テ
婦
タ
リ
シ
者
ノ
存
意

二
任
ス
事
ナ
リ
」
二
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
）
と
い
っ
た
状
況
が
広
範
に
見
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
状
況
が

民
法
制
定
の
際
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
〃
）

た
の
で
あ
る
。

な
お
、
明
泌

民
法
の
編
纂
は
、
明
治
初
年
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
「
民
法
第
一
人
事
編
」
第
七
○
条
（
明
治
五
、
一
八
七
二
年
）
、
お
よ
び
「
皇
国
民

法
仮
規
則
」
第
七
○
条
（
同
年
）
は
、
と
も
に
「
夫
婦
ノ
間
二
生
レ
シ
子
離
縁
ノ
後
ハ
其
父
之
ヲ
引
受
ク
ヘ
シ
但
事
情
ニ
ョ
リ
其
母
又
ハ
親
族

（
泌
）

引
受
モ
亦
妨
ナ
シ
」
と
規
定
す
る
。
「
箕
作
麟
祥
訳
仏
藺
西
民
法
」
を
基
に
作
成
さ
れ
た
「
新
草
案
」
（
明
治
五
年
一
○
月
以
降
）
で
も
、
「
原
告

（
別
）

タ
ル
ト
被
告
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
其
父
之
ヲ
養
う
可
シ
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
案
は
い
ず
れ
も
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
模
倣
と
言
わ
れ
る
が
、
離
婚

時
の
子
の
引
取
り
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
は
か
な
り
異
な
る
独
自
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
日
本
ニ
テ
ハ
婦
人
其
子
ヲ

（
猫
）

携
へ
帰
ル
時
ハ
夫
ダ
ル
者
忽
二
家
督
相
続
人
ヲ
失
う
故
二
此
条
ハ
其
父
ノ
方
ニ
テ
其
子
ヲ
引
受
ル
ト
ナ
シ
タ
シ
」
と
い
う
理
由
か
ら
だ
ろ
う
。

三
旧
民
法
の
制
定
ｌ
「
家
」
へ
の
子
の
帰
属

（
一
）
旧
民
法
第
一
草
案
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他
方
、
「
左
院
の
民
法
草
案
」
五
八
条
（
明
治
六
年
）
と
、
い
わ
ゆ
る
「
明
治
二
年
民
法
」
二
七
三
条
（
人
事
編
の
起
草
は
明
治
九
年
）
は
、

（
妬
）

上
記
の
法
案
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
同
様
に
無
責
の
配
偶
者
が
子
を
引
受
け
る
も
の
と
し
た
。

以
上
の
草
案
で
は
、
離
婚
後
の
子
の
帰
属
に
関
す
る
規
定
で
は
、
子
を
「
引
受
け
る
」
あ
る
い
は
「
養
う
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、

「
監
護
」
と
い
う
言
葉
は
見
あ
た
ら
な
い
。
「
監
護
」
は
次
に
見
る
旧
民
法
「
第
一
草
案
」
で
は
じ
め
て
民
法
上
に
登
場
す
る
用
語
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
上
記
の
草
案
の
段
階
で
、
「
引
受
け
る
」
あ
る
い
は
「
養
う
」
と
い
う
こ
と
と
、
離
婚
後
の
親
権
や
戸
籍
上
の
帰
属
が
ど
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
旧
民
法
人
事
編
第
一
草
案
で
は
、
親
権
と
監
護
を
一
致
さ
せ
る
規
定
が
あ
り
、
こ
う
し

た
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
案
の
段
階
で
は
、
子
を
「
引
受
け
る
」
こ
と
と
戸
籍
上
の
帰
属
な
ど
に
つ
い
て
は
、

十
分
な
思
慮
は
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

明
治
初
年
の
こ
れ
ら
の
草
案
は
結
局
採
用
さ
れ
ず
、
明
治
二
三
（
一
八
九
○
）
年
の
「
民
法
人
事
編
」
（
旧
民
法
）
が
最
初
に
制
定
さ
れ
た
民

法
と
な
る
。
旧
民
法
の
第
一
草
案
（
明
治
二
一
年
）
は
、
親
権
と
監
護
を
一
応
区
分
し
つ
つ
も
、
「
夫
婦
ノ
中
子
ノ
監
護
二
任
ス
ル
者
ハ
親
権
ヲ

行
う
」
（
一
四
四
条
）
と
、
親
権
者
と
監
護
者
を
一
致
さ
せ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
定
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
は
な
か
っ
た

た
め
、
「
白
耳
義
新
案
」
に
倣
っ
た
と
さ
れ
る
。
監
護
者
Ⅱ
親
権
者
は
、
協
議
離
婚
の
場
合
は
協
議
で
決
定
し
、
裁
判
離
婚
の
場
合
は
、
フ
ラ

ン
ス
民
法
と
同
様
に
、
「
離
婚
ノ
裁
判
宣
告
ヲ
得
タ
ル
直
者
ハ
子
ノ
監
護
二
任
ス
ベ
シ
」
（
一
四
三
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
夫
婦

中
無
罪
ノ
者
」
が
「
子
ノ
教
育
ヲ
為
ス
ニ
適
当
ナ
リ
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
「
不
良
ノ
配
偶
者
卜
雌
モ
不
良
ノ
父
母
タ

ル
ヘ
キ
ニ
非
サ
レ
ハ
法
律
ハ
場
合
ニ
ョ
リ
子
ノ
利
益
ノ
為
之
ヲ
他
ノ
ー
方
二
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
允
許
ス
例
ヘ
ハ
乳
児
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
其
母
ノ
監

（
幻
）

護
二
付
ス
ヘ
キ
カ
如
シ
」
と
し
て
、
裁
判
所
が
監
護
者
を
変
更
で
き
る
も
の
と
し
た
。
監
護
者
の
決
定
に
際
し
、
父
を
優
先
す
る
規
定
が
条
文

（
鯛
）

上
な
い
こ
と
、
乳
児
を
養
育
す
る
母
親
の
役
割
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
監
護
と
教
育
の
区
分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
が
注
目
さ

草
案
が
こ
の
よ
う
に
親
権
と
監
護
を
一
致
さ
せ
な
が
ら
、
な
お
親
権
と
は
別
に
監
護
を
規
定
し
た
の
は
、
監
護
者
と
な
ら
な
か
っ
た
場
合
で

（
”
）

も
、
「
父
母
ハ
其
子
二
対
シ
親
権
ヲ
有
ス
ル
」
と
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
四
五
条
は
、
「
何
人
二
子
ノ
監
護
ヲ
付
シ
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
父
母
ハ

れ
る
。
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其
子
ノ
養
成
及
上
教
育
ヲ
検
視
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
有
シ
各
其
資
力
二
応
シ
テ
費
用
ヲ
負
担
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
「
夫
婦
ノ
間

特
約
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
子
ハ
当
然
夫
一
一
属
シ
」
、
「
婦
ハ
其
子
ヲ
産
ミ
棄
テ
ニ
シ
更
二
他
家
へ
嫁
シ
其
ノ
前
婚
ノ
子
ト
ハ
殆
ン
卜
親
子
ノ
関
係
ヲ

断
ツ
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
い
っ
た
「
悪
風
」
に
対
す
る
批
判
に
基
づ
い
て
い
る
。
「
親
子
ハ
天
倫
ニ
シ
テ
父
母
タ
ル
者
其
子
ノ
養
成
及
上
教
育
二

任
シ
其
費
用
ヲ
負
担
ス
ヘ
キ
義
務
ヲ
辞
ス
ル
ヲ
允
許
ス
ヘ
ヶ
ン
ャ
又
子
ノ
養
成
及
上
教
育
ハ
社
会
ノ
公
益
二
関
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
特
約
ヲ
以
テ

（
抑
）

之
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
允
許
ス
ル
ヲ
得
ン
ヤ
」
と
い
う
の
が
批
判
の
根
拠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
親
子
関
係
を
「
天
倫
」
の
関
係
と
し

つ
つ
、
も
う
一
方
で
子
の
養
成
や
教
育
を
「
社
会
ノ
公
益
」
に
関
係
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
権
は
特
約
や
離
婚
に
よ
っ
て
は

変
更
し
え
な
い
父
母
の
義
務
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

旧
民
法
は
第
一
草
案
と
同
様
親
権
と
監
護
を
分
け
、
親
権
は
「
子
ノ
利
益
ノ
為
メ
｜
一
存
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
天
然
二
子
ノ
保
護
者
ダ
ル
父
及
上
母

（
郷
）

二
属
ス
ル
」
と
し
た
。
だ
が
、
旧
民
法
は
、
第
一
草
案
に
あ
っ
た
協
議
で
監
護
者
を
決
め
る
方
法
も
、
裁
判
離
婚
で
「
直
者
」
を
監
護
者
と
す

る
方
法
も
、
監
護
者
が
親
権
を
行
う
と
い
う
規
定
も
採
用
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
親
権
も
監
護
も
、
と
も
に
父
が
行
う
と
定
め
た
た
め
に
、

離
婚
後
、
母
が
親
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
監
護
の
任
に
あ
た
る
道
も
ほ
と
ん
ど
閉
ざ
さ
れ
、
唯
一
、
裁
判
所
に
訴
え
て
監
護
者
を

変
更
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

ヲ
行
フ
ヲ
得
ス

旧
民
法
は
第
一
草

（
郷
）

二
属
ス
ル
」
と
し
た

る
方
法
も
、
監
護
者

（
別
）

第
一
草
案
は
、
「
再
調
査
案
」
お
よ
び
「
元
老
院
提
出
案
」
で
大
幅
に
修
正
さ
れ
、
成
立
し
た
旧
民
法
は
第
一
草
案
と
は
か
な
り
異
な
る
も

（
犯
）

の
と
な
っ
た
。
旧
民
法
は
、
親
権
と
監
護
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

第
九
○
条
離
婚
ノ
後
子
ノ
監
護
ハ
夫
二
属
ス
但
入
夫
及
上
婿
養
子
二
付
テ
ハ
婦
二
属
ス
然
し
ト
モ
裁
判
所
ハ
夫
婦
、
親
族
又
ハ
検
事
ノ
請

求
一
一
因
り
子
ノ
利
益
ヲ
盧
リ
テ
之
ヲ
他
ノ
ー
方
又
ハ
第
三
者
ノ
監
護
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
一
四
九
条
親
権
ハ
父
之
ヲ
行
う
父
死
亡
シ
又
ハ
親
権
ヲ
行
う
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
母
之
ヲ
行
う
父
又
ハ
母
其
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
親
権

三
）
旧
民
法
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な
ぜ
旧
民
法
は
こ
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
か
。
旧
民
法
の
起
草
者
で
あ
る
熊
野
敏
三
と
岸
本
辰
雄
が
著
し
た
『
民
法
正
義
人
事
編
』
は
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
家
族
制
度
ノ
主
義
二
於
テ
ハ
或
点
ョ
リ
観
察
ス
ル
ャ
子
ダ
ル
者
ハ
夫
若
ク
ハ
婦
ノ
子
卜
云
フ
ニ
非
ス
シ
テ
寧
ロ
其
家

（
狐
）

二
属
ス
ル
如
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
子
ノ
監
護
モ
亦
夕
離
婚
ノ
後
其
家
二
止
マ
ル
可
キ
者
ヲ
シ
テ
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ヲ
至
当
ト
ス
」
。
子
は
「
家
」
に

属
す
る
た
め
、
監
護
も
親
権
も
「
家
」
に
あ
る
父
が
行
う
も
の
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
親
が
「
家
」
を
去
り
、
監
護
を
他
人
に

（
郡
）

付
し
た
場
合
に
は
、
親
は
も
は
や
「
養
育
及
上
教
育
ヲ
検
視
ス
ル
ノ
権
利
」
を
有
さ
ず
、
戸
主
が
子
の
養
育
責
任
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

実
際
、
旧
民
法
は
「
戸
主
ハ
家
族
二
対
シ
テ
養
育
及
上
普
通
教
育
ノ
費
用
ヲ
負
担
ス
」
（
二
四
四
条
）
と
規
定
し
て
お
り
、
「
天
然
ノ
保
護
者
」

（
洲
）

で
あ
る
は
ず
の
親
の
権
利
は
、
戸
主
権
に
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
一
四
九
条
の
親
権
に
つ
い
て
、
同
書
は
、
「
我
邦
従
来
ノ
慣
習
ト
シ
テ
夫
又
ハ
婦
力
其
家
ヲ
去
リ
テ
他
家
ノ
関
係
二
入
ル
ト
キ
ハ
実

家
ノ
事
二
干
渉
ス
ル
ヲ
得
ス
シ
テ
縦
令
実
子
ア
ル
モ
殆
ト
親
子
ノ
関
係
ヲ
絶
シ
カ
如
キ
モ
ノ
ト
看
倣
シ
タ
ル
族
制
主
義
ノ
精
神
二
基
キ
此
ノ
如

（
訴
）

ク
規
定
シ
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
説
く
。
第
一
草
案
で
「
悪
風
」
と
批
判
さ
れ
た
状
況
は
、
こ
こ
で
は
「
族
制
主
義
」
と
し
て
肯
定
さ

れ
て
い
る
。
旧
民
法
が
親
権
も
監
護
も
「
家
」
に
あ
る
父
に
与
え
た
の
は
、
第
一
草
案
と
は
別
の
意
味
で
、
す
な
わ
ち
、
子
を
「
家
」
に
帰
属

さ
せ
る
「
族
制
主
義
」
な
い
し
「
家
族
制
度
ノ
主
義
」
に
よ
っ
て
、
親
権
と
監
護
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

旧
民
法
二
六
条
は
「
直
系
ノ
親
族
ハ
相
互
二
養
料
ヲ
給
ス
ル
義
務
ヲ
負
う
」
と
、
直
系
親
族
相
互
の
扶
養
義
務
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
点
が
後

述
す
る
よ
う
に
、
法
典
論
争
で
問
題
と
な
る
。

一
方
、
第
一
草
案
の
条
文
を
引
き
つ
い
だ
点
は
、
子
の
監
護
者
の
決
定
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
「
子
ノ
利
益
ヲ
盧
リ
テ
之
ヲ
他
ノ
ー
方
又
ハ

第
三
者
ノ
監
護
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
、
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
草
案
で
は
裁
判
離
婚
の
場
合
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
旧
民
法
は
協
議

離
婚
の
場
合
に
も
裁
判
所
が
監
護
者
を
変
更
で
き
る
も
の
と
し
た
。
な
ぜ
、
こ
う
し
た
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
の
か
。
「
夫
レ
本
条
ハ
ー
ハ
家
族

制
度
ノ
主
義
ヲ
奉
シ
タ
ル
ニ
依
ル
ト
云
う
卜
錐
モ
亦
夕
父
母
ノ
中
尤
モ
適
当
ナ
ル
者
ヲ
シ
テ
其
子
ヲ
監
護
セ
シ
メ
其
子
ヲ
シ
テ
尤
モ
利
便
ナ
ル

（
羽
）

地
位
二
在
リ
テ
適
当
ナ
ル
養
育
及
上
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ニ
在
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
其
子
尚
識
裸
ノ
内
二
在
リ
テ
母
ノ
懐

二
養
ハ
ル
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
生
命
ヲ
保
ツ
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
カ
」
、
ま
た
は
「
夫
ノ
行
状
極
メ
テ
放
逸
」
の
場
合
、
「
戸
主
ダ
ル
婦
力
品
行
壊
敗
シ
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「
法
典
実
施
延
期
派
」
の
代
表
的
論
文
と
さ
れ
る
『
法
学
新
報
』
社
説
「
法
典
実
施
延
期
意
見
」
は
、
「
家
制
ヲ
重
ン
ズ
ル
ノ
習
俗
二
於
テ
ハ

父
権
ノ
外
二
母
権
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
認
メ
之
ヲ
総
称
シ
テ
親
権
卜
称
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
其
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
’
一
ア
ラ
ズ
。
或
ハ
父
死
亡
シ
母
之
ヲ
行
フ

コ
ト
ァ
ル
ベ
シ
卜
錐
モ
母
ノ
行
フ
モ
ノ
ハ
母
権
ニ
ァ
ラ
ズ
シ
テ
父
権
ナ
リ
、
即
チ
母
ハ
父
二
代
ハ
リ
テ
父
権
ヲ
行
フ
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス
」
と
、

母
に
親
と
し
て
の
権
限
を
認
め
る
親
権
と
い
う
法
概
念
自
体
を
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
、
旧
民
法
二
六
条
の
直
系
親
族
相
互
の
「
養
料
ヲ
給
ス
ル
義
務
」
は
、
離
婚
後
の
母
と
子
の
扶
養
関
係
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
従
来
ノ
制
度
慣
例
」
に
お
い
て
、
「
先
婦
ヲ
以
テ
親
族
中
一
一
加
ヘ
ズ
法
律
上
親
子
関
係
ナ
キ
モ
ノ
ト
」
し
た
の
は
、

「
家
制
ノ
理
論
ョ
リ
必
至
ノ
結
果
」
だ
が
、
そ
れ
は
父
と
義
母
に
対
す
る
「
情
義
」
を
重
ん
じ
た
か
ら
で
あ
り
、
「
従
来
制
度
ノ
慣
例
或
ハ
人
情

ノ
忍
ブ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ア
ル
カ
如
シ
ト
雌
モ
一
家
ノ
斉
理
上
宜
ク
斯
ノ
如
ク
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
羅
馬
法

二
起
因
ス
ル
理
論
」
に
基
づ
い
て
、
離
婚
後
の
母
と
子
の
扶
養
関
係
を
認
め
る
と
な
る
と
、
父
や
継
母
、
さ
ら
に
は
母
の
後
夫
の
感
情
を
害
し
、

（
側
）

。
家
ノ
紛
転
ヲ
来
ス
」
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
延
期
派
は
従
来
の
慣
行
が
「
人
情
」
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
認
め
つ
つ
も
、
．
家
ノ
斉

（
抑
）

テ
只
管
姦
夫
二
惑
溺
」
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
裁
判
所
が
監
護
者
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
旧
民
法
に
お
い
て
も
、
草
案
と

（
川
）

同
様
、
「
子
ノ
利
益
」
と
い
う
理
念
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
「
微
襯
ノ
内
」
に
あ
る
乳
幼
児
は
母
が
監
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
監
護
と
養
育
、
教
育
は
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
旧
民
法
は
「
法
典
論
竺

と
子
の
扶
養
義
務
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

「
法
典
実
施
延
期
派
」
の
代
表
的
論
文
と

「
法
典
論
争

四
明
治
民
法
の
制
定
ｌ
親
権
と
監
護
の
分
離

（
二
法
典
論
争

」

に
お
い
て
批
判
が
高
ま
り
、
施
行
延
期
と
な
る
。
法
典
論
争
で
は
、
母
の
親
権
と
離
婚
後
の
母
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理
上
」
か
ら
、
離
婚
後
の
母
と
子
の
扶
養
義
務
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
法
典
実
施
断
行
派
」
は
、
「
親
権
は
人
倫
に
基
つ
く
父
母
の
権
な
り
、
父
母
か
其
子
の
身
上
及
ひ
財
産
上
に
有
す
る
監
督
の

（
似
）

権
な
り
」
と
指
摘
し
、
離
婚
後
の
母
と
子
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
「
我
国
何
レ
ノ
世
ニ
カ
離
別
ノ
父
母
卜
其
子

女
ト
ノ
実
系
ヲ
絶
滅
シ
親
子
ノ
関
係
ナ
キ
モ
ノ
ト
為
シ
タ
ル
コ
ト
有
ル
又
何
レ
ノ
時
ニ
カ
継
父
母
ノ
情
義
二
拘
ハ
リ
其
実
父
母
ノ
餓
寒
ニ
迫
マ

ル
ヲ
座
視
傍
観
ス
ル
ガ
如
キ
乖
倫
ノ
事
有
ル
吾
輩
ハ
断
ジ
テ
此
事
ナ
キ
ヲ
確
言
ス
縦
シ
旧
来
ノ
習
慣
二
於
テ
之
ア
リ
ト
ス
ル
モ
民
法
ガ
之
ヲ
規

（
棚
）

定
シ
タ
ル
ハ
則
チ
倫
常
ヲ
維
持
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
。
断
行
派
は
、
母
が
親
権
を
有
す
る
の
は
「
人
倫
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
離
婚
後
の
親

（
棚
）

子
間
の
扶
養
義
務
も
ま
た
「
自
然
ノ
情
義
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
た
の
で
あ
る
。

法
典
論
争
で
焦
点
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
人
情
」
や
「
人
倫
」
「
自
然
ノ
情
義
」
と
「
家
」
制
度
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
延
期
派

か
ら
す
れ
ば
、
母
に
親
と
し
て
の
権
利
を
与
え
る
親
権
と
い
う
法
概
念
自
体
が
「
家
」
制
度
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
離
婚
後
の
母
の
親
権
や

監
護
は
言
う
に
及
ば
ず
、
「
自
然
ノ
情
義
」
に
基
づ
く
母
と
子
の
扶
養
関
係
す
ら
認
め
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。

法
典
論
争
を
経
た
後
、
改
め
て
民
法
が
起
草
さ
れ
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
に
よ
う
や
く
「
民
法
親
族
編
」
（
明
治
民
法
）
が
制
定
・
施

行
と
な
る
。
明
治
民
法
の
親
権
と
監
護
に
関
す
る
条
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

八
一
二
条
協
議
上
ノ
離
婚
ヲ
為
シ
タ
ル
者
力
其
協
議
ヲ
以
テ
子
ノ
監
護
ヲ
為
ス
ヘ
キ
者
ヲ
定
メ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
其
監
護
ハ
父
二
属
ス
父
力

離
婚
ニ
因
り
婚
家
ヲ
去
り
ダ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
子
ノ
監
護
ハ
母
二
属
ス
前
二
項
ノ
規
定
ハ
監
護
ノ
範
囲
外
二
於
テ
父
母
ノ
権
利
義
務
二
変

八
七
七
条
子
ハ
其
家
二
在
ル
父
ノ
親
権
二
服
ス
（
第
二
項
略
）
父
力
知
レ
サ
ル
ト
キ
、
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
、
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
親

八
一
九
条
第
八
一
二
条
ノ
規
定
ハ
裁
判
上
ノ
離
婚
二
之
ヲ
準
用
ス
但
裁
判
所
ハ
子
ノ
利
益
ノ
為
其
監
護
二
付
キ
之
二
異
ナ
リ
タ
ル
処
分
ヲ

命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

更
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ

三
）
明
治
民
法
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親
の
権
限
で
あ
る
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

権
ヲ
行
う
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
家
二
在
ル
母
之
ヲ
行
う

こ
の
よ
う
に
明
治
民
法
は
、
法
典
論
争
で
批
判
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
親
権
を
規
定
し
、
旧
民
法
と
同
様
、
親
権
と
は
別
に
監
護
を
規
定

し
た
。
だ
が
、
旧
民
法
と
は
異
な
り
、
監
護
者
の
決
定
を
父
母
の
協
議
に
委
ね
、
協
議
で
合
意
に
至
ら
な
い
場
合
、
「
家
」
に
あ
る
父
が
監
護

す
る
も
の
と
し
た
。
こ
れ
は
、
指
令
な
ど
に
見
ら
れ
た
親
族
協
議
を
否
定
し
、
父
母
に
監
護
者
の
決
定
を
委
ね
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

裁
判
離
婚
の
場
合
の
み
、
「
子
ノ
利
益
」
の
た
め
に
裁
判
所
が
監
護
者
を
変
更
で
き
る
と
定
め
た
が
、
こ
こ
で
も
旧
民
法
第
九
○
条
に
あ
っ
た

親
族
に
よ
る
監
護
者
変
更
の
訴
え
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
監
護
者
の
決
定
は
、
親
権
と
同
様
、
基
本
的
に
親
の
み
が
決
定
す
べ
き
事
項
で
あ
り
、

明
治
民
法
の
起
草
委
員
案
は
「
法
典
調
査
会
」
で
審
議
さ
れ
た
が
、
上
記
の
監
護
に
関
す
る
条
文
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
反
論
も
議
論
も

な
い
ま
ま
、
字
句
の
訂
正
の
み
で
成
立
し
た
。
起
草
委
員
案
が
そ
の
ま
ま
通
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
明
治
民
法
は
親
権
と
は
別
に
監
護

を
規
定
し
た
の
か
。
起
草
委
員
の
梅
謙
次
郎
は
、
「
子
ノ
監
護
ナ
ル
モ
ノ
ハ
場
合
ニ
依
り
之
ヲ
父
二
委
ス
ル
ノ
利
ナ
ル
コ
ト
ト
母
二
委
ス
ル
ノ

利
ナ
ル
コ
ト
ト
ァ
リ
例
ヘ
ハ
一
定
ノ
年
齢
ニ
達
セ
ル
男
子
ハ
概
シ
テ
父
ノ
監
護
ヲ
受
ク
ル
ヲ
利
ト
ス
之
二
反
シ
テ
女
子
及
上
幼
咳
ノ
男
子
ハ
寧

（
桐
）

ロ
母
ヲ
シ
テ
其
監
護
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ヲ
利
ト
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
梅
謙
次
郎
は
こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
監
護
は
親
権
者
と
は
別
の
母
又
は

父
が
行
う
方
が
子
ど
も
の
利
益
に
な
る
場
合
が
あ
り
、
特
に
幼
い
子
は
母
が
監
護
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
解
は
明
治
民
法
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
旧
民
法
の
実
施
延
期
派
だ
っ
た
奥
田
義
人
は
、
「
子
ノ

監
護
ハ
親
権
ヲ
行
う
父
又
ハ
母
二
属
ス
」
と
し
つ
つ
も
、
協
議
離
婚
の
場
合
に
は
、
「
法
律
上
ノ
親
権
二
関
ス
ル
規
定
二
依
ラ
ス
夫
婦
間
｝
一
於

（
桁
）

テ
任
意
二
子
ヲ
監
督
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
定
ム
ル
ヲ
子
ノ
為
メ
及
上
離
婚
ス
ル
夫
婦
ノ
為
メ
ニ
モ
利
益
ナ
リ
ト
ス
」
と
指
摘
す
る
。
柳
川
勝
二
も
、

「
子
ノ
監
護
即
子
女
ヲ
養
育
シ
教
育
ス
ル
コ
ト
ハ
親
権
ノ
作
用
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
子
二
対
シ
テ
親
権
ヲ
有
ス
ル
者
二
於
テ
監
護
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ト
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
」
と
し
、
し
か
し
、
実
際
上
は
、
「
父
二
之
ヲ
監
護
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ノ
却
テ
子
ノ
養
育
上
不
利
益
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
其
最
著

（
灯
）

キ
場
合
ハ
子
力
乳
児
ナ
ル
ト
キ
ノ
如
シ
」
と
言
う
。
監
護
は
本
来
親
権
の
効
力
と
捉
え
つ
つ
、
し
か
し
、
「
離
婚
の
場
合
に
於
て
子
の
監
督
保

護
に
付
て
は
子
の
利
益
の
為
特
に
之
を
考
慮
せ
さ
る
へ
か
ら
す
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
「
子
の
監
護
は
必
ず
し
も
親
権
を
有
す
る
者
に
限
る
を
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（
躯
）

得
す
。
即
父
に
監
護
を
委
ぬ
る
よ
り
母
の
監
護
を
適
当
と
す
る
場
合
あ
り
、
例
者
乳
児
の
如
し
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
、

特
に
乳
幼
児
の
利
益
へ
の
着
目
が
、
親
権
と
監
護
の
分
離
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
母
が
養
育
す
る
方
が
望
ま
し
い
場
合
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
民
法
は
な
ぜ
協
議
で
監
護
者
が

決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
父
が
監
護
を
行
う
と
し
た
の
か
。
起
草
委
員
の
富
井
政
章
は
、
「
普
通
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
夫
二
属
ス
ル
ト
ス
ル
カ
一
番

（
卿
）

今
日
実
際
ノ
有
様
二
適
ツ
テ
当
ヲ
得
タ
モ
ノ
ト
考
エ
マ
シ
タ
ノ
デ
既
成
法
典
二
倣
ツ
テ
監
護
ハ
夫
二
属
ス
ト
致
シ
マ
シ
タ
」
と
述
べ
る
。
旧
民

法
と
同
様
、
「
家
」
を
同
じ
く
す
る
親
、
通
常
は
父
が
監
護
を
行
う
の
が
実
情
に
合
致
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
説

明
は
管
見
の
限
り
注
釈
書
で
は
見
出
せ
ず
、
多
く
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
監
護
は
親
権
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
協
議
で
決
ま
ら
な
い
場
合
は

（
別
）

「
親
権
を
行
ふ
者
に
於
て
、
子
の
監
護
を
な
す
べ
き
も
の
と
す
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
親
権
は
な
ぜ
母
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
八
一
二
条
第
三
項
は
、
監
護
を
母
に
委
託
し
た
と
し
て
も
、
父
の
親
権
に
は

変
更
が
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
富
井
政
章
は
、
「
子
ガ
ド
ノ
家
二
属
ス
ル
或
ハ
扶
養
ノ
義
務
ト
カ
然
ウ
云
う
事
ハ
皆
此

（
別
）

公
益
規
定
デ
ア
リ
マ
ス
監
護
ヲ
定
メ
ル
ニ
付
テ
サ
ウ
云
う
事
ニ
マ
デ
変
更
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
ガ
ア
ッ
テ
ハ
為
ラ
ヌ
ト
考
ヘ
マ
シ
タ
」
と
説
明
し
て

い
る
。
梅
謙
次
郎
も
同
様
に
、
「
子
ノ
教
育
、
懲
戒
、
其
代
表
及
上
其
財
産
ノ
管
理
ノ
如
キ
ハ
総
テ
」
親
権
者
の
「
権
内
二
属
ス
」
。
「
蓋
シ
親

（
塊
）

権
ハ
公
ノ
秩
序
二
関
ス
ル
権
利
義
務
ニ
シ
テ
当
事
者
ノ
意
志
ヲ
以
テ
左
右
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
述
べ
る
。
親
権
は

「
公
の
秩
序
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
特
に
法
律
の
規
定
な
き
限
り
当
事
者
の
任
意
に
処
分
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
、

（
剛
）

戦
前
の
「
通
説
」
的
な
親
権
理
解
で
あ
っ
た
。

親
権
が
こ
の
よ
う
に
「
公
益
規
定
」
と
理
解
さ
れ
た
の
は
、
子
ど
も
の
養
育
や
教
育
が
親
の
国
家
的
、
公
的
任
務
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た

（
別
）

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
親
権
は
「
国
家
が
良
民
を
作
る
点
よ
り
父
母
に
命
じ
た
義
務
」
で
あ
り
、
「
国
家
将
来
の
為
に
良
き
後
継

（
弱
）

者
を
作
り
残
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
明
治
民
法
は
旧
民
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
「
我
国
ノ
習
慣
」
と

（
稲
）

し
て
、
親
に
対
し
「
外
ョ
リ
干
渉
ス
ル
ハ
不
都
合
」
で
あ
る
と
し
て
削
除
さ
れ
た
親
権
喪
失
制
度
を
は
じ
め
て
制
度
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
｛
抑
）

明
治
民
法
の
親
権
喪
失
制
度
は
、
「
親
権
ノ
乱
用
ヲ
防
キ
子
ノ
利
益
ヲ
保
護
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
併
セ
テ
国
家
ノ
公
益
ヲ
維
持
ス
ル
」
も
の
と
し

－82－



て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
し
た
の
は
、
親
権
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
穂
積
八
束
ら
の
「
家
」
制
度
論
で
は

（
調
）

な
く
、
親
権
を
子
ど
も
の
利
益
の
た
め
の
制
度
と
解
す
る
法
論
理
で
あ
っ
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
旧
民
法
が
親
権
と
監
護
を
事
実
上
一
致
さ
せ
た
の
に
対
し
、
明
治
民
法
は
父
母
の
協
議
に
よ
っ
て
、
母
が
子
を
監

護
す
る
途
を
開
い
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
民
法
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
親
権
と
監
護
の
分
離
が
明
確
に
な
り
、
親
権
と
監
護
の
範
囲
を
い
か
に

設
定
す
る
か
と
い
う
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
旧
民
法
や
旧
民
法
第
一
草
案
で
は
、
子
の
養
育
も
教
育
も
監
護
も
ほ
と
ん
ど
同

義
で
あ
り
、
明
確
な
区
分
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
明
治
民
法
の
立
法
者
は
、
「
子
ノ
教
育
、
懲
戒
、
其
代
表
及
上
其
財
産
ノ
管
理
ノ
如
キ
ハ

総
テ
」
親
権
者
の
「
権
内
二
属
ス
」
（
梅
謙
次
郎
）
と
解
釈
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
母
が
子
を
監
護
す
る
場
合
で
も
、
子
ど
も
の
教
育
の
権
限

（
鋤
）

は
父
が
持
つ
こ
と
と
な
り
、
母
に
認
め
ら
れ
た
監
護
の
範
囲
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
旧
民
法
と
違
い
、
明
治
民
法
が

親
権
と
監
護
を
分
離
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
、
親
権
と
監
護
の
線
引
き
を
め
ぐ
っ
て
、
な
か
な
か
決
着
の
つ
か
な
い
議
論
が
引
き
起
こ
さ
れ

明
治
民
法
が
離
婚
後
母
に
親
権
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
今
日
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
「
家
」
制
度
に
基
づ
く
古
く
さ
い
前
近
代
的
な
家
父

長
制
に
見
え
る
。
し
か
し
、
明
治
民
法
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
、
旧
来
の
慣
習
や
制
度
、
理
念
を
改
変
し
つ
つ
、
そ
れ
に
近
代
的
な
意
味
を

付
与
し
て
、
新
た
な
父
と
母
の
関
係
や
役
割
を
創
出
し
た
近
代
の
制
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
明
治
民
法
は
、
離
婚
後
母
の
親
権
行
使
を
認
め
ず
、
す
べ
て
の
子
を
父
の
親
権
下
に
帰
属
さ
せ
る
新
た
な
家
父
長
制
を
確
立
し
た
。

こ
う
し
た
明
治
民
法
制
定
の
背
景
に
は
、
性
別
や
相
続
上
の
地
位
で
父
母
が
子
を
分
け
る
こ
と
を
否
定
し
、
基
本
的
に
父
方
が
子
を
全
て
引
き

取
る
も
の
と
見
な
し
た
明
治
初
年
以
降
の
指
令
や
裁
判
が
あ
る
。
だ
が
、
明
治
民
法
施
行
以
前
に
は
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
母
が
子
を
引
き
と

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
子
は
母
方
に
送
籍
さ
れ
、
戸
籍
上
、
子
は
母
方
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
民
法
の

（
帥
）

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
父
へ
の
子
の
帰
属
を
正
当
化
し
た
論
理
は
、
旧
民
法
や
法
典
実
施
延
期
派
が
主
張
し
た
よ
う
な
「
家
」
制
度

論
で
は
な
か
っ
た
。
旧
民
法
は
、
子
は
親
と
い
う
よ
り
も
「
家
」
に
属
す
る
と
解
し
た
が
ゆ
え
に
、
親
権
を
規
定
し
つ
つ
も
戸
主
の
教
育
責
任

を
認
め
た
。
法
典
実
施
延
期
派
は
、
親
権
は
母
に
親
と
し
て
の
権
限
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
親
権
と
い
う
法
概
念
自
体
が
「
家
」
制

度
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。
だ
が
、
明
治
民
法
は
、
こ
の
よ
う
な
「
家
」
制
度
理
解
や
戸
主
の
関
与
を
否
定
し
て
、
親
権
を
子
の
「
自
然
」
の

保
護
者
で
あ
る
親
の
み
が
有
す
る
権
限
と
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
明
治
民
法
も
ま
た
、
親
権
と
「
家
」
と
を
一
致
さ
せ
た
が
、
離
婚
後
母
に

親
権
行
使
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
「
家
」
の
論
理
で
は
な
く
、
親
権
は
国
家
社
会
の
利
益
に
直
接
関
わ
る
「
公
益
規
定
」
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
当
事
者
の
協
議
に
よ
っ
て
は
変
更
も
放
棄
も
し
え
な
い
と
い
う
法
論
理
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
親
権
は
、
子
ど
も
の
養
育
や
教
育

が
、
「
家
」
の
利
益
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
国
家
・
社
会
の
利
益
に
直
接
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
中
で
、
国
家
が

「
家
」
で
は
な
く
、
親
（
父
）
に
子
ど
も
の
養
育
と
教
育
を
義
務
づ
け
る
制
度
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
明
治
民
法
に
お

（
“
）

い
て
は
、
「
子
ノ
教
育
、
懲
戒
、
其
財
産
管
理
等
ハ
専
ラ
親
権
ノ
作
用
二
属
シ
毫
モ
戸
主
権
二
関
係
」
し
な
い
も
の
と
な
り
、
あ
わ
せ
て
、
親

（
い
）

族
自
治
を
否
定
し
て
、
国
家
が
「
子
ノ
利
益
」
の
た
め
に
直
接
親
子
関
係
に
介
入
す
る
親
権
喪
失
制
度
や
裁
判
制
度
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
明
治
民
法
は
、
以
上
の
よ
う
な
父
の
優
位
を
確
立
す
る
一
方
で
、
母
の
監
護
を
は
じ
め
て
制
度
化
し
た
。
旧
民
法
第
一
草
案
は
、

親
権
と
監
護
を
分
け
つ
つ
も
、
監
護
者
と
親
権
者
を
一
致
さ
せ
、
母
が
親
権
と
監
護
の
両
方
を
行
い
う
る
も
の
と
し
た
。
成
立
し
た
旧
民
法
は
、

親
権
も
監
護
も
「
家
」
に
あ
る
父
の
権
限
と
し
た
結
果
、
母
が
監
護
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
閉
ざ
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
民
法
で
は
、

監
護
者
の
決
定
を
父
母
の
協
議
に
委
ね
た
た
め
、
母
が
子
を
監
護
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
だ
が
か
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
戸
籍
上
も

母
方
に
子
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
監
護
の
み
を
母
に
委
ね
る
明
治
民
法
の
制
度
は
、
母
の
権
限
を
縮
小
さ
せ
、
母

親
権
は
こ
う
し
た
従
来
の
制
度
を
廃
止
し
、
子
の
戸
籍
上
の
母
へ
の
帰
属
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
、
母
に
対
す
る
父
の
優
位
を

（
例
）

確
立
し
つ
つ
、
子
を
父
に
帰
属
さ
せ
る
制
度
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
他
方
で
、
離
婚
率
が
世
界
的
に
も
歴
史
的
に
も
特
異
に
高
か
っ

た
と
さ
れ
る
当
時
に
お
い
て
、
離
婚
裁
判
に
見
た
よ
う
な
子
ど
も
を
引
き
取
ろ
う
と
し
な
い
父
に
、
子
の
引
き
取
り
と
保
護
・
養
育
を
義
務
づ

け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
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に
負
担
の
み
強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
を
引
き
取
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
母
に
と
っ
て
は
、
子
の
養
育
を
正

式
に
要
求
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
法
制
度
の
成
立
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
民
法
が
こ
の
よ
う
に
母
の
監
護
を
認
め
た
の
は
、
単
な
る
現
実
的
な
必
要
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
明
治
民
法
が
規
定
し
た
母
の
監

護
は
、
乳
幼
児
の
養
育
に
は
母
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
新
た
な
母
役
割
の
規
範
化
で
あ
り
、
そ
の
制
度
化
で
あ
っ
た
。
明
治
民
法
施
行
以
前

に
お
い
て
も
、
母
方
が
一
時
的
に
乳
幼
児
を
預
か
る
慣
習
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
初
期
の
指
令
や
裁
判
で
は
、
子
の
帰
属
を
決
め
る
際
に
、

子
が
幼
少
か
ど
う
か
や
子
の
教
育
を
考
慮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
明
治
二
○
年
代
に
な
る
と
、
母
の
愛
や
子
ど
も
の
教
育
に
配
慮
す

る
判
決
が
出
さ
れ
、
幼
少
で
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
母
が
子
を
引
き
取
る
こ
と
を
認
め
る
指
令
も
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、

旧
民
法
第
一
草
案
で
は
、
子
の
利
益
の
た
め
に
「
乳
児
ノ
如
キ
ハ
其
母
ノ
監
護
ニ
付
ス
ヘ
キ
」
と
説
明
さ
れ
、
裁
判
所
の
判
断
に
よ
っ
て
し
か

母
が
監
護
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
旧
民
法
に
お
い
て
も
、
「
徽
梛
ノ
内
」
に
あ
る
乳
幼
児
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
母
を
監
護
者
に
し
う

る
と
解
釈
さ
れ
た
。
明
治
民
法
が
母
の
監
護
を
規
定
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
利
益
・
教
育
へ
の
着
目
ゆ
え
で
あ
り
、
「
女
子
及
上

幼
咳
ノ
男
子
」
は
母
が
監
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
規
範
・
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
良
妻
賢
母
思
想
や
育
児
天
職
論
が
誕
生
し
、
普

（
剛
）

及
し
た
明
治
二
○
年
代
か
ら
三
○
年
代
に
お
い
て
、
明
治
民
法
も
そ
う
し
た
新
た
な
思
想
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
明
治
民
法
は
、
親
子
関
係
を
「
自
然
」
な
血
縁
に
基
づ
く
特
別
な
関
係
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
婚
し
て
も
母
と
子
の
親
子

関
係
が
継
続
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
離
婚
後
、
親
子
関
係
が
断
絶
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
旧
民
法
第
一
草
案
は
「
悪
風
」
と
批
判
し
た

が
、
旧
民
法
は
「
家
」
制
度
に
基
づ
く
「
族
制
主
義
」
と
し
て
肯
定
し
た
。
だ
が
、
旧
民
法
は
直
系
親
族
同
士
の
扶
養
義
務
を
規
定
し
て
お
り
、

法
典
実
施
延
期
派
は
こ
の
扶
養
義
務
す
ら
、
．
家
ノ
紛
転
ヲ
来
ス
」
も
の
と
し
て
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
民
法
は
母
に
よ
る
監
護

を
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
婚
後
も
母
が
親
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
父
が
親
権
と
監
護
の
両

方
を
行
う
場
合
に
は
、
母
は
ほ
と
ん
ど
子
に
関
わ
り
え
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
場
合
で
も
、
明
治
民
法
は
、
法
典
論
争
で
批
判
さ
れ
た
直
系

親
族
同
士
の
扶
養
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
離
婚
に
因
り
父
母
の
婚
姻
が
解
消
す
る
と
も
、
子
そ
の
他
の
自
然
血
族
と
の
親
族
関

（
碗
）

係
に
は
、
何
等
の
影
響
を
も
及
ぼ
さ
な
い
」
も
の
と
し
た
。
そ
れ
は
、
明
治
民
法
が
、
旧
民
法
や
法
典
実
施
延
期
派
の
「
家
」
制
度
論
を
否
定
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し
、
親
子
関
係
は
「
自
然
ノ
情
義
」
に
基
づ
く
特
別
な
関
係
で
あ
る
と
見
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
監
護
者
の
決
定
も
、
従
来
の

親
族
協
議
で
は
な
く
、
父
母
の
協
議
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
親
子
関
係
の
「
自
然
」
と
い
う
理
念
を
基
礎
と
す
る
以
上
、
離
婚
に
よ
っ
て
「
家
」
が
異
な
っ
た
と
し
て
も
、
母
が
子
の
親

で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
父
も
母
も
同
様
に
「
自
然
」
の
親
で
あ
る
以
上
、
「
自
然
」
を
親
権
の
根
拠
に
置
く
こ

と
は
、
父
の
優
位
を
脅
か
す
こ
と
に
も
な
る
。
明
治
民
法
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
妻
に
対
す
る
夫
権
と
子
ど
も
の
教
育
の
一
貫
性
と
い
う
論
理
で
、

（
肺
）

親
権
行
使
に
お
け
る
父
の
優
位
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
両
者
が
競
合
す
る
離
婚
と
い
う
場
面
で
は
、
一
方
で
は
親
権
に
よ
っ
て
父

の
優
位
を
確
保
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
親
と
し
て
の
役
割
を
監
護
に
限
定
し
つ
つ
も
、
母
に
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

T注
一

（
４
）
近
年
、
こ
う
し
た
近
代
法
の
持
つ
不
平
等
を
、
「
近
代
家
父
長
制
」
と
し
て
概
念
化
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
渡
辺
洋
三
「
現
代
家

族
法
の
研
究
課
題
」
「
家
族
史
研
究
二
大
月
書
店
、
一
九
八
○
年
春
号
。
江
守
五
夫
「
歴
史
の
中
の
女
性
」
彩
流
社
、
一
九
九
五
年
、
参
照
。

（
５
）
近
年
の
法
制
史
研
究
で
は
、
明
治
民
法
の
「
家
」
を
（
半
）
封
建
的
家
族
制
度
と
捉
え
る
通
説
的
理
解
に
対
し
、
近
代
的
財
産
法
と
整
合
性
を

持
つ
資
本
主
義
家
族
法
と
し
て
把
握
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
（
利
谷
信
義
「
明
治
民
法
に
お
け
る
『
家
」
と
相
続
」
東
京
大
学
社
会
科

学
研
究
所
『
社
会
科
学
研
究
』
二
三
巻
一
号
、
一
九
七
一
年
。
近
藤
佳
代
子
「
近
代
の
「
家
」
」
利
谷
信
義
他
編
『
法
に
お
け
る
近
代
と
現
代
』

日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
、
参
照
）
。
さ
ら
に
、
明
治
民
法
が
こ
う
し
た
経
済
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
家
族
内
の
秩
序
に
関
し
て
も
、
近
代

的
特
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
ち
早
く
指
摘
し
た
の
は
井
ヶ
田
良
治
で
あ
り
、
井
ヶ
田
は
、
明
治
民
法
を
「
家
父
長
制
的
近
代
家
族

（
２
）

（
３
）

（
４
）

一
九
九
八
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
妻
が
全
児
の
親
権
を
行
う
場
合
は
七
九
・
二
％
、
夫
、
一
六
・
五
％
、
そ
の
他
、
四
・
三
％
で
あ
る

二
人
口
動
態
統
計
」
厚
生
統
計
協
会
、
二
○
○
○
年
、
四
四
六
頁
）
。
な
お
、
同
統
計
に
お
い
て
、
母
親
が
父
親
よ
り
も
す
べ
て
の
子
ど
も
の

親
権
者
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
の
は
、
一
九
六
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

田
中
通
裕
「
親
権
法
の
歴
史
と
課
題
』
信
山
社
、
一
九
九
三
年
、
二
五
四
頁
。

田
中
通
裕
同
上
書
、
二
五
六
頁
。
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の
法
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
「
明
治
民
法
と
女
性
の
権
利
」
女
性
史
総
合
研
究
会
『
日
本
女
性
史
第
四
巻
近
代
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
二
年
）
。
他
方
、
女
性
史
を
中
心
と
し
て
、
「
近
代
家
父
長
制
」
あ
る
い
は
「
近
代
の
『
家
芒
「
日
本
型
近
代
家
族
」
と
し
て
、
「
家
」
を
捉

え
な
お
す
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
（
井
上
俊
他
編
『
現
代
社
会
学
一
九
〈
家
族
〉
の
社
会
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。
上
野
千
鶴
子

『
近
代
家
族
の
成
立
と
終
焉
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
、
本
稿
も
こ
う
し
た
研
究
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
な
お
、
「
家
族
国
家
」
観
と

「
家
」
や
、
近
代
家
族
と
「
家
」
と
の
関
係
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
筆
者
の
基
本
的
な
視
点
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
論
文
に
記
し
た
。
「
親
の
制
度
史
序
説
」
群
馬
女
子
短
期
大
学
『
群
馬
女
子
学
園
創
立
六
○
周
年
記
念
論
文
集
』
一
九
九
六
年
。
ヨ
家
」

と
い
う
伝
統
」
群
馬
女
子
短
期
大
学
「
国
文
研
究
」
二
四
号
、
一
九
九
七
年
。

（
６
）
石
川
稔
『
家
族
法
に
お
け
る
子
ど
も
の
権
利
」
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
、
一
七
一
～
二
頁
。
ま
た
、
有
地
亨
は
「
乳
児
の
監
護
養
育
と

い
う
現
実
に
た
い
し
て
、
い
わ
ば
家
の
た
め
の
親
権
の
厳
格
性
を
多
少
緩
和
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
」
と
捉
え
て
い
る
。

「
未
成
熟
子
に
た
い
す
る
監
護
教
育
義
務
」
『
民
商
法
雑
誌
』
四
六
巻
三
号
、
一
九
六
二
年
、
四
三
九
～
四
四
○
頁
。

（
７
）
岡
村
益
「
母
の
親
権
Ｉ
監
護
権
分
離
現
象
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
『
福
島
大
学
学
芸
学
部
論
集
』
七
号
、
一
九
五
六
年
、
三
五
、
三
八
頁
。

（
８
）
白
石
玲
子
「
親
権
者
と
し
て
の
母
の
地
位
」
『
阪
大
法
学
』
四
二
巻
二
・
三
号
、
一
九
九
二
年
、
四
三
六
頁
。

（
９
）
高
柳
真
三
『
明
治
前
期
家
族
法
の
新
装
』
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
、
三
九
三
頁
。

（
Ⅲ
）
司
法
省
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
明
治
一
三
年
、
二
一
六
～
二
一
九
頁
。
吉
野
作
造
編
「
明
治
文
化
全
集
第
八
巻
法
律
編
』
日
本
評
論
社
復

司
法
省
『
全
国
民
一

（
Ⅱ
）
堀
内
節
編
「
明
治
前
期
身
分
法
大
全
第
二
巻
婚
姻
編
Ⅱ
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
年
、
に
収
録
さ
れ
た
指
令
を
参
照
し
た
。
〔
〕

の
数
字
は
同
書
に
記
さ
れ
た
分
類
番
号
で
あ
る
。

（
皿
）
夫
が
逃
亡
・
失
除
し
た
場
合
、
明
治
一
六
年
ま
で
の
指
令
で
は
母
が
「
子
女
」
を
携
帯
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
〔
一
四
八
六
、
一
六
一
三
、

一
六
一
四
〕
、
明
治
二
二
年
以
降
の
指
令
で
は
、
「
跡
相
続
ヲ
為
ス
ヘ
キ
子
女
」
の
携
帯
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
〔
一
六
二
一
、
一
六
二
六
、
一

一
六
一
四
〕
、
明
治
二
一

（
過
）
村
上
一
博
『
明
治
離
婚
裁
判
史
論
」
法
律
文
化
社
、
一
九
九
四
年
、
一
五
七
頁
。
同
旨
、
加
藤
美
穂
子
「
明
治
前
期
に
お
け
る
離
婚
法

（
二
と
「
法
学
新
報
』
中
央
大
学
法
学
会
、
第
七
七
巻
第
七
・
八
・
九
号
、
一
九
七
○
年
、
一
四
三
、
一
四
五
頁
。

刻
版
、
一
九
九
二
年
、

堀
内
節
編
「
明
治
坐

六
二
七
、
一
六
三
○
〕
。

所
収
。
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（
岨
）
大
阪
上
等
裁
判
所
、
明
治
一
二
年
五
月
判
決
。
前
掲
資
料
集
③
、
一
九
七
頁
。

（
別
）
高
知
裁
判
所
、
明
治
一
○
年
一
二
月
判
決
。
前
掲
資
料
集
④
、
一
八
二
～
三
頁
。
お
よ
び
前
掲
書
⑦
、
一
九
二
～
三
頁
。

（
別
）
東
京
控
訴
院
、
明
治
二
一
年
六
月
一
三
日
判
決
。
前
掲
書
⑦
、
二
○
一
～
三
頁
。

（
躯
）
村
上
一
博
は
、
明
治
二
○
年
代
に
入
る
と
、
「
子
の
養
育
に
と
っ
て
、
父
母
の
い
ず
れ
が
相
応
し
い
か
を
、
実
質
的
に
判
断
し
た
判
決
例
が

登
場
す
る
」
と
分
析
す
る
。
前
掲
書
一
五
九
～
一
六
○
頁
。

（
昭
）
湯
沢
雍
彦
編
『
日
本
婦
人
問
題
資
料
集
成
第
五
巻
家
族
制
度
』
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
七
六
年
、
所
収
、
一
七
七
、
一
八
六
頁
。

（
別
）
手
塚
豊
『
明
治
民
法
史
の
研
究
（
上
匡
慶
応
通
信
、
一
九
九
○
年
所
収
、
一
○
七
頁
。

孟
）
司
法
省
民
法
会
議
で
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
に
対
す
る
質
疑
。
堀
内
節
編
『
民
法
口
授
』
六
八
頁
。
福
島
正
夫
編
夷
家
〉
制
度
の
研
究

資
料
編
二
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
、
所
収
。
た
だ
し
、
明
治
初
期
の
民
法
草
案
は
み
な
、
協
議
離
婚
で
は
ど
ち
ら
が
子
を
引
受
け

る
か
を
契
約
し
書
面
に
明
記
す
る
と
し
て
お
り
、
母
が
子
を
引
き
取
る
こ
と
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
規
定
は
フ

（
Ｍ
）
以
下
の
資
料
集
を
参
照
し
た
。
村
上
一
博
①
「
明
治
期
の
離
婚
関
係
判
決
（
二
と
『
同
志
社
法
学
』
一
八
九
号
、
一
九
八
五
年
。
②
「
同

（
三
）
」
同
誌
一
九
○
号
、
同
年
。
③
「
続
明
治
期
の
離
婚
関
係
判
決
（
三
」
同
誌
一
九
九
号
、
一
九
八
七
年
。
④
「
続
々
明
治
期
の
離
婚
関
係

判
決
」
同
誌
二
二
号
、
一
九
九
○
年
。
⑤
「
明
治
期
の
離
婚
関
係
判
決
（
Ⅳ
）
（
２
．
完
）
」
『
日
本
文
理
大
学
商
経
学
会
誌
」
第
二
巻
二
号
、

一
九
九
三
年
。
⑥
「
明
治
期
の
離
婚
関
係
判
決
（
そ
の
Ｖ
）
」
明
治
大
学
法
律
学
研
究
所
『
法
律
論
集
」
六
七
巻
一
号
、
一
九
九
四
年
。
⑦
前

掲
『
明
治
離
婚
裁
判
史
論
』
一
九
二
～
二
○
六
頁
。

（
妬
）
東
京
上
等
裁
判
所
、
明
治
一
○
年
七
月
判
決
。
前
掲
害
⑦
、
一
九
九
頁
。

（
肥
）
大
阪
上
等
裁
判
所
、
明
治
一
二
年
五
月
判
決
。
前
掲
資
料
集
③
、
一
九
九
頁
。

（
Ⅳ
）
高
知
地
方
裁
判
所
、
明
治
一
六
年
四
月
五
日
判
決
。
前
掲
資
料
集
④
、
一
八
九
頁
。

（
肥
）
こ
う
し
た
判
決
は
、
明
治
六
年
太
政
官
公
布
第
二
一
号
の
「
妻
妾
二
非
ル
婦
女
ニ
シ
テ
分
娩
ス
ル
児
子
ハ
一
切
私
生
ヲ
以
テ
論
シ
其
婦
女
ノ

引
受
タ
ル
ベ
キ
事
」
と
い
う
規
定
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
「
徳
川
時
代
ま
で
の
わ
が
法
律
制
度
に
お
い
て
は
、
父
を
有
し
な
い
母
だ
け
の
子
は

存
在
し
な
か
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
こ
の
太
政
官
布
告
が
「
私
生
児
」
を
誕
生
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
手
塚
豊
『
明
治
民
法
史
の
研
究
（
下
こ
慶

存
在
し
な
か
っ
た
」
と
』

応
通
信
、
一
九
九
一
年
、

五
一
頁
。
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（
師
）
同
上
書
（
下
）
、
二
八
一
頁
。

（
胡
）
同
上
害
（
上
）
、
四
一
○
～

四
一
○
～

（
塊
）
村
上
一
博
は
、
旧
民
法
第
一
草
一

価
し
て
い
る
。
前
掲
書
、
一
六
二
‐

（
銘
）
熊
野
敏
三
・
岸
本
辰
雄
「
民
法
一

集
別
巻
六
三
』
信
山
社
、
一
九
九
一

（
別
）
熊
野
敏
三
・
岸
本
辰
雄
「
民
法
一

（
弱
）
同
上
書
（
上
）
、
四
二
～
二
頁
。

（
鮒
）
「
我
邦
家
族
制
度
ノ
主
義
ニ
依
り

「
我
邦
家
族
制
度
ノ
主
義
ニ
依
り

へへへへへ

31 3029 2827
ー…ー…ー

（
邪
）
「
左
院
の
民
法
草
案
」
は
石
井
良
助
『
民
法
典
の
編
纂
』
創
文
社
、
一
九
七
九
年
、
所
収
、
一
○
三
頁
。
「
明
治
二
年
民
法
」
は
、
松
山
経

済
専
門
学
校
商
経
研
究
会
『
研
究
薬
報
」
第
二
集
、
一
九
四
四
年
所
収
、
四
一
頁
。

（
”
）
『
民
法
草
案
人
事
編
理
由
害
』
一
二
二
頁
。
石
井
良
助
編
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
三
巻
法
律
編
上
』
風
間
書
房
、
一
九
五
九
年
、
所
収
。

（
羽
）
た
だ
し
、
「
婚
姻
ノ
継
続
ス
ル
間
ハ
父
親
権
ヲ
行
う
」
（
二
三
九
条
）
と
し
、
訴
訟
中
の
監
護
も
父
に
属
す
と
規
定
し
て
い
る
（
一
三
四
条
）
・

（
羽
）
同
上
書
、
一
二
三
頁
。

同
上
害
、
一
二
五
頁
。

再
調
査
案
お
よ
び
元
老
院
提
出
案
で
は
、
離
婚
後
の
子
の
監
護
は
父
が
行
う
と
規
定
す
る
と
と
も
に
（
一
○
二
条
、
二
四
条
）
、
親
権
に

関
し
「
家
」
と
の
関
係
を
は
じ
め
て
明
記
し
た
。
た
だ
し
、
協
議
離
婚
で
は
、
「
子
二
関
ス
ル
処
置
」
を
夫
婦
で
定
め
る
と
し
て
い
る
（
八
八

条
、
一
○
○
条
）
。
ま
た
、
監
護
者
と
な
ら
な
か
っ
た
者
の
教
育
権
を
規
定
し
た
条
文
は
、
元
老
院
提
出
案
で
削
除
さ
れ
た
。
石
井
良
助
編

『
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
三
巻
法
律
編
下
」
風
間
書
房
、
一
九
六
○
年
、
所
収
。

村
上
一
博
は
、
旧
民
法
第
一
草
案
は
「
成
規
と
ほ
ぼ
同
旨
」
で
あ
り
、
「
妻
に
夫
と
同
様
な
監
護
権
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
評

価
し
て
い
る
。
前
掲
書
、
一
六
二
～
三
頁
。

熊
野
敏
三
・
岸
本
辰
雄
「
民
法
正
義
人
事
編
巻
之
壱
（
下
巨
新
法
註
釈
会
、
明
治
二
四
年
、
二
七
八
～
九
頁
。
復
刻
版
『
日
本
立
法
資
料
全

集
別
巻
六
三
』
信
山
社
、
一
九
九
六
年
。

熊
野
敏
三
・
岸
本
辰
雄
「
民
法
正
義
人
事
編
巻
之
壱
（
上
こ
新
法
註
釈
会
、
明
治
二
四
年
、
四
一
○
頁
。
同
上
復
刻
版
。

家
族
一
般
二
対
ス
ル
養
育
及
上
普
通
教
育
ノ
義
務
ヲ
負
担
ス
ル
者
ハ
偏
二
戸
主
二
属
シ
其
父
ダ
ル
資
格
ヲ

以
テ
其
子
二
対
シ
テ
義
務
ナ
シ
ト
ス
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
同
上
書
（
下
）
、
一
四
頁
。

よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

ラ
ン
ス
民
法
原
始
規
定
二
八
○
条
と
同
様
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
こ
の
条
文
は
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
七
月
二
七
日
法
第
一
条
に

一
頁
。
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（
川
）
旧
民
法
が
親
権
を
定
め
た
の
は
、
「
親
権
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
直
接
ノ
利
益
ノ
為
二
非
シ
テ
親
権
ニ
従
う
者
ノ
直
接
ノ
利
益
ノ
為
二
シ
タ
ル
モ
ノ

ナ
リ
」
と
さ
れ
る
。
同
上
書
（
下
）
、
二
七
五
頁
。

（
咽
）
星
野
通
「
民
法
典
論
争
資
料
』
日
本
評
論
社
、
一
九
六
九
年
、
所
収
、
一
七
五
頁
。

（
岨
）
法
治
協
会
「
弁
妄
害
」
「
日
本
之
法
律
」
第
四
巻
六
号
、
明
治
二
五
年
、
五
一
～
二
頁
。

（
粥
）
和
仏
法
律
学
校
校
友
会
「
法
典
実
施
断
行
意
見
」
明
治
二
五
年
、
星
野
通
同
上
書
所
収
、
二
二
七
頁
。
同
旨
、
梅
謙
次
郎
「
法
典
実
施
意

見
」
明
治
二
五
年
、
星
野
通
同
上
書
所
収
、
二
四
○
頁
。

（
ｕ
）
水
町
袈
裟
六
「
法
典
実
施
意
見
書
二
対
ス
ル
弁
駁
」
明
治
二
五
年
、
星
野
通
同
上
書
所
収
、
二
五
四
頁
。

（
妬
）
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
四
親
族
編
』
和
仏
法
律
学
校
明
法
堂
、
一
八
九
九
年
、
二
○
六
頁
。

（
妬
）
奥
田
義
人
「
民
法
通
義
」
清
水
書
店
、
一
九
一
○
年
、
五
五
七
頁
。

（
岬
）
柳
川
勝
二
「
日
本
親
族
法
要
論
」
清
水
書
店
、
一
九
二
四
年
、
二
五
六
頁
。

（
州
）
川
辺
久
雄
『
親
族
法
講
義
』
日
本
大
学
出
版
部
、
一
九
三
○
年
、
一
九
五
～
六
頁
。
富
井
政
章
も
、
裁
判
所
が
監
護
者
を
変
更
す
る
例
と
し

て
、
親
の
状
況
が
子
ど
も
に
害
を
与
え
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
母
が
乳
児
を
養
育
す
る
場
合
を
挙
げ
て
い
る
二
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記

録
六
」
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
四
年
、
四
○
九
頁
）
。
な
お
、
監
護
者
を
協
議
で
決
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た

「
法
典
修
正
案
参
考
書
』
で
は
、
旧
民
法
は
「
父
母
ノ
協
議
ヲ
許
サ
ス
是
現
行
法
二
反
シ
実
際
ノ
便
利
ヲ
顧
ミ
ス
且
協
議
離
婚
ノ
性
質
ニ
惇
レ

ル
モ
ノ
」
と
批
判
し
て
い
る
（
法
典
質
疑
会
、
明
治
三
一
年
、
一
二
三
頁
）
。
ま
た
、
梅
謙
次
郎
は
、
「
協
議
離
婚
ノ
場
合
ニ
ハ
元
来
当
事
者
ノ

意
思
二
因
リ
テ
成
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
二
法
律
ハ
カ
メ
テ
干
渉
ヲ
避
ヶ
原
則
ト
シ
テ
ハ
子
ノ
監
護
モ
亦
夫
婦
ノ
協
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ

ト
セ
リ
」
と
、
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
梅
謙
次
郎
前
掲
書
、
二
○
七
頁
）
。

へ

ト
セ
リ
」
と
、
》

へ

4039
一一

（
帥
）
川
辺
久
雄
前
掲
書
、
一
九
六
頁
。
牧
野
菊
之
助
も
、
「
元
来
子
ノ
監
護
ハ
親
権
ノ
範
囲
二
属
シ
家
二
在
ル
父
又
ハ
母
二
於
テ
親
権
ノ
作
用
ト

シ
テ
監
護
権
ヲ
有
ス
ル
」
と
述
べ
る
。
『
日
本
親
族
法
論
』
法
政
大
学
、
一
九
○
八
年
、
三
一
七
頁
。

（
別
）
前
掲
速
記
録
、
三
七
二
～
三
七
三
頁
。

（
⑱
）
前
掲
速
記
録
、

（
帥
）
川
辺
久
雄
前
四

同
上
聿
貝
上
）
、
三
八
八
頁
。

三
七
二
頁
。
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（
開
）
ド
イ
ツ
民
法
の
監
護
概
念
は
広
く
、
子
の
教
育
や
居
所
指
定
権
が
含
ま
れ
る
（
一
六
三
六
条
）
・

（
帥
）
青
山
道
夫
前
掲
「
離
婚
と
子
の
監
護
」
参
照
。
監
護
と
教
育
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
監
護
と
は
、
「
子
ノ
幼
少
年
時
代
二
於
ケ
ル
身
辺
ノ

保
護
義
務
二
過
キ
サ
ル
モ
ノ
」
（
中
島
玉
吉
『
民
法
釈
義
巻
之
四
親
族
編
』
金
刺
芳
流
堂
、
一
九
三
七
年
、
四
三
八
頁
）
と
す
る
限
定
論
か
ら
、

「
子
の
た
め
に
監
護
者
を
定
め
る
の
は
、
親
権
者
の
監
護
を
子
の
た
め
に
不
利
な
り
と
し
て
之
を
排
除
す
る
趣
旨
な
り
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か

ら
」
、
親
権
者
の
教
育
権
は
制
限
さ
れ
、
監
護
者
が
教
育
を
行
う
と
す
る
拡
大
論
ま
で
あ
っ
た
（
薬
師
寺
志
光
一
日
本
親
族
法
論
上
』
南
郊
社
、

へへへへへ

5857 565554
… ーー

へへ

5352
……

年
、
参
照
。

青
山
道
夫
「
離
婚
と
子
の
監
護
」
穂
積
重
遠
他
編
『
家
族
制
度
全
集
法
律
篇
離
婚
』
河
出
書
房
、
一
九
三
七
年
、
二
六
一
頁
。
た
と
え
ば
、

岡
村
司
は
、
「
親
権
ノ
規
定
ハ
所
謂
公
益
規
定
ニ
シ
テ
当
事
者
ノ
意
思
ヲ
以
テ
之
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
レ
ハ
ナ
リ
」
急
親
族
法
講
義
要
領
』

金
刺
芳
流
堂
、
一
九
二
二
年
、
一
六
四
頁
）
と
指
摘
し
、
柳
川
勝
二
も
、
「
親
権
ハ
公
ノ
秩
序
二
関
シ
当
然
法
律
二
依
テ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
権
利

ニ
シ
テ
之
ヲ
放
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
又
絶
対
二
之
ヲ
他
人
二
移
転
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
」
（
前
掲
害
、
二
五
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、

前
述
の
よ
う
に
、
旧
民
法
第
一
草
案
の
理
由
書
で
も
、
子
の
養
育
や
教
育
は
国
家
社
会
の
公
益
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
旧
民
法

第
一
草
案
で
は
、
母
の
親
権
も
公
益
規
定
の
範
囲
に
含
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
明
治
民
法
で
は
父
の
親
権
の
み
に
す
り
代
わ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
公
益
規
定
と
い
う
論
理
は
、
旧
民
法
第
一
草
案
で
は
、
離
婚
後
、
父
は
も
ち
ろ
ん
、
母
の
親
権
も
消
滅
し
え
な
い
こ
と
を
主
張
す
る

論
理
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
明
治
民
法
で
は
、
母
の
親
権
行
使
を
否
定
し
、
父
が
親
権
を
保
持
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
理
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
旧
民
法
第
一
草
案
や
旧
民
法
は
、
親
権
と
監
護
を
一
致
さ
せ
て
い
た
た
め
に
、
監
護
も
公
益
規
定
の
範
囲
に
入
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

明
治
民
法
で
は
監
護
は
公
益
規
定
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

親
権
喪
失
制
度
お
よ
び
親
権
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
〈
親
権
〉
の
成
立
」
「
日
本
教
育
政
策
学
会
年
報
」
第
一
号
、
一
九
九
四

前
掲
壷

同
上
書
、

柳
川
勝
二
前
掲
害
、
三
四
六
頁
。

末
弘
厳
太
郎
『
民
法
講
話
上
巻
」

前
掲
「
法
典
修
正
案
参
考
聿
昌
一
一

梅
謙
次
郎
前
掲
書
、
二
○
八
頁
。

二
一
五
～
六
頁
。

岩
波
書
店
、

二
一
五
頁
。

一
九
二
六
年
、
二
四
七
頁
。
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［
付
記
］
本
論
文
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
九
三
九
年
、
五
六
八
、
五
七
三
頁
）
・

（
田
）
な
お
、
明
治
民
法
で
は
、
父
が
「
家
」
を
去
る
場
合
は
母
が
親
権
者
と
な
る
が
、
白
石
玲
子
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
離
婚
件
数
は
全
離
婚
件

数
の
一
○
・
五
か
ら
一
二
・
五
％
を
占
め
た
と
い
う
。
明
治
民
法
の
規
定
す
る
「
家
」
制
度
に
よ
っ
て
、
欧
米
諸
国
と
異
な
り
、
母
を
父
よ
り

も
優
位
に
立
た
せ
る
場
合
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
白
石
は
指
摘
す
る
（
白
石
玲
子
前
掲
論
文
、
四
三
一
、
四
三
五
頁
）
。

（
田
）
梅
謙
次
郎
前
掲
害
、
三
四
四
頁
。
旧
民
法
二
四
四
条
の
戸
主
の
教
育
費
用
負
担
義
務
は
、
明
治
民
法
で
は
削
除
さ
れ
、
戸
主
の
扶
養
義
務

（
七
四
七
条
）
の
み
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
開
）
子
ど
も
の
利
益
と
権
利
と
い
う
論
理
こ
そ
、
「
国
家
が
親
子
関
係
に
介
入
し
て
『
子
供
法
』
を
組
織
し
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
掲
げ
た
、
制
度

創
出
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
森
田
明
「
子
供
と
法
」
宮
沢
康
人
他
編
『
子
供
の
世
界
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

創
出
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
一

へへへ

666564
ーー

一
九
九
二
年
、
三
一
六
頁
。

良
妻
賢
母
思
想
の
成
立
過
程
と
そ
の
近
代
性
に
つ
い
て
は
、
小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
思
想
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
、
参
照
。

近
藤
英
吉
『
親
族
法
講
義
要
綱
」
弘
文
堂
、
昭
和
一
三
年
、
二
七
頁
。

拙
稿
「
〈
母
の
親
権
〉
の
誕
生
」
日
本
女
性
学
会
『
女
性
学
』
四
号
、
新
水
社
、
一
九
九
六
年
、
参
照
。

（
群
馬
女
子
短
期
大
学
教
育
制
度
史
・
親
子
関
係
制
度
史
）
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