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最
高
裁
判
決
に
見
る
家
族
と
婚
姻
―
憲
法
二
四
条
と
の
関
連
で

館

田

晶

子

は
じ
め
に

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
最
高
裁
は
、
家
族
法
に
関
し
て
判
例
変
更
を
含
む
重
要
な
判
断
を
重
ね
て
き
た
。

憲
法
一
三
条
の
個
人
の
尊
重
、
同
一
四
条
の
法
の
下
の
平
等
、
同
二
四
条
の
家
族
生
活
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
平
等
な
ど
と

の
関
連
で
、
家
族
法
分
野
に
は
多
く
の
憲
法
上
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
近
時
の
家
族
法
を
め
ぐ

る
最
高
裁
の
傾
向
は
、
こ
う
し
た
憲
法
問
題
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
違
憲
判
断
を
含
む
一
定
の
判
断
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
態
度
か
ら
、
た
だ
ち
に
最
高
裁
が
家
族
法
に
お
け
る
憲
法
問
題
を
積
極
的
に
解
決
す
る
意
欲
を
見

せ
て
い
る
と
み
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
最
高
裁
は
、
基
本
的
に
従
来
の
家
族
法
理
論
の
枠
組
を
維
持
し
た
上
で
、
そ
の
範
囲
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内
で
婚
姻
や
家
族
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
二
四
条
に
お
い
て
婚
姻
に
お
け
る
男
女
平
等
、
家

族
生
活
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
平
等
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
戦
前
の
家
制
度
が
形
式
的
に
は
解
体
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
民
法
上
の
婚
姻
制
度
と
そ
れ
を
登
録
し
公
証
す
る
戸
籍
制
度
と
が
旧
来
の
し
く
み
を
温
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ

れ
て
き
た⚑

。
す
で
に
最
高
裁
に
よ
る
違
憲
判
決
・
決
定
の
結
果
法
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
婚
外
子
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
し

て
い
た
民
法
九
〇
〇
条
や
女
性
の
み
六
ヶ
月
間
の
再
婚
禁
止
期
間
を
設
け
て
い
た
同
七
三
三
条
は
長
い
間
学
説
に
お
い
て
も
違
憲
の
疑
い

が
強
く
主
張
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
同
七
五
〇
条
の
夫
婦
同
氏
原
則
や
同
七
三
一
条
の
婚
姻
年
齢
の
男
女
差
も
、
合
憲
性
あ

る
い
は
合
理
性
へ
の
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
⚒
、⚓

。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
訴
訟
で
争
わ
れ
て
い
る
が
、
合
憲

判
断
の
場
合
は
も
と
よ
り
違
憲
の
判
断
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
家
族
制
度
の
持
つ
原
理
的
な
問
題
に
切
り
込

ん
で
い
る
と
は
言
い
が
た
く
、
む
し
ろ
そ
の
是
非
の
判
断
を
立
法
裁
量
に
委
ね
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
立
法
府
に
お
い
て
は

違
憲
判
断
が
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
当
該
民
法
規
定
を
見
直
そ
う
と
す
る
機
運
は
乏
し
く
、
政
党
に
よ
っ
て
は
、
消
極
的
ど
こ
ろ
か
復
古

的
な
家
制
度
へ
の
回
帰
の
傾
向
さ
え
見
せ
る
も
の
も
あ
る⚔

。

戦
後
家
族
法
の
中
に
温
存
さ
れ
て
き
た
家
制
度
の
残
滓
が
改
正
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
最
高
裁
の
違
憲
判
断
が
作
用
し
た
の
は
明
ら
か

で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
違
憲
判
断
が
な
け
れ
ば
法
改
正
は
具
体
化
し
に
く
い
と
も
い
え
る
。
で
は
、
最
高
裁
は
家
族
法
関
連
の
争
訟
に

如
何
な
る
態
度
で
臨
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
憲
法
規
定
と
り
わ
け
二
四
条
と
の
関
係
で
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
戦
後
家
族

法
制
が
、
最
高
裁
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
か
を
い
く
つ
か
の
判
例
を
題
材
に
概
観
し
た
上
で
（
⚑
）、
そ
れ
が
憲
法
の
要

求
す
る
家
族
像
や
婚
姻
の
あ
り
方
と
整
合
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
（
⚒
）。
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一
．
最
高
裁
判
例
に
見
る
婚
姻
と
家
族

⚑

二
〇
〇
八
年
国
籍
法
違
憲
判
決⚕

近
時
の
最
高
裁
に
よ
る
一
連
の
家
族
法
関
連
の
重
要
判
例
の
中
で
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
二
〇
〇
八
年
の
国
籍
法
違
憲
判
決
で
あ

ろ
う
。
こ
の
事
件
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
の
母
と
日
本
国
籍
の
父
と
の
間
に
生
ま
れ
た
婚
外
子
に
つ
い
て
、
出
生
後
の
届
出
に
よ
る
日
本

国
籍
取
得
に
父
母
の
婚
姻
を
要
件
と
し
て
い
た
国
籍
法
旧
三
条
一
項
の
規
定
が
、
憲
法
一
四
条
の
平
等
原
則
違
反
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
最
高
裁
は
、
国
籍
法
三
条
一
項
が
設
け
る
準
正
要
件
が
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
⽛
過
剰
な
要
件
⽜
で
あ
っ
た
と
認
定
し
た
。
最
高

裁
は
、
国
籍
法
三
条
一
項
の
趣
旨
を
、⽛
日
本
国
民
で
あ
る
父
と
の
生
活
の
一
体
化
⽜
を
通
じ
た
⽛
わ
が
国
社
会
と
の
密
接
な
結
び
付
き
⽜

が
生
ず
る
者
に
日
本
国
籍
を
付
与
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
よ
う
な
⽛
わ
が
国
社
会
と
の
密
接
な
結
び
付
き
⽜
は
準
正
す
な
わ
ち
法
的
婚
姻

家
族
へ
の
包
摂
と
は
も
や
は
必
然
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
最
高
裁
判
決
の
論
理
は
、
国
籍
法
の
血
統
主
義
が
前
提
と
す
る
民
法
上
の
親
子
関
係
法
の
原
則
か
ら
見
る
と
、
そ
の
逸
脱
と
呼
び

う
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
民
法
の
親
子
関
係
法
の
基
本
構
造
は
、
法
的
婚
姻
カ
ッ
プ
ル
と
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
子
（
嫡
出

子
）
に
よ
る
法
的
婚
姻
家
族
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
民
法
上
、
法
的
母
子
関
係
は
分
娩
の
事
実
に
よ
り
確
定
す
る
が
、
法

的
父
子
関
係
は
基
本
的
に
民
法
七
七
二
条
の
嫡
出
推
定
に
よ
り
当
該
子
の
母
と
の
婚
姻
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
父
子
関
係

は
原
則
と
し
て
母
と
の
婚
姻
を
媒
介
に
し
て
形
成
さ
れ
、
認
知
の
み
に
よ
る
直
接
的
な
法
的
父
子
関
係
の
形
成
は
例
外
に
す
ぎ
な
い⚖

。
本

判
決
が
、
国
籍
法
旧
三
条
一
項
立
法
当
時
は
認
知
に
加
え
て
準
正
を
日
本
国
籍
取
得
の
要
件
と
し
た
こ
と
に
一
定
の
合
理
性
が
あ
っ
た
と

し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
婚
姻
家
族
中
心
の
家
族
観
が
背
景
に
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
従
来
の
理
解
に
対
し
て
本
判
決
は
、
嫡
出
性
に
よ
る
区
別⚗

を
、
憲
法
一
四
条
に
反
す
る
に
至
っ
た
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、

最
高
裁
は
少
な
く
と
も
、
国
籍
取
得
の
場
面
に
お
け
る
父
と
子
の
親
子
関
係⚘

に
と
っ
て
嫡
出
性
は
重
要
な
要
素
で
は
も
と
も
と
な
く
、
日

本
と
の
密
接
な
結
び
付
き
を
示
す
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
（
に
す
ぎ
な
か
っ
た
）
と
判
断
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
最
高
裁
は
、
日
本
の
国
籍
法
に
お
け
る
血
統
主
義
を
、
嫡
出
性
を
排
し
た
血
縁
性
の
み
に
基
礎
付
け
た
こ
と
に
な
る⚙

。

⚒

二
〇
一
三
年
婚
外
子
相
続
分
差
別
違
憲
決
定10

民
法
旧
九
〇
〇
条
四
号
但
書
で
婚
外
子
の
相
続
分
が
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
さ
れ
て
い
た
規
定
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
か
つ
て
、
一
九

九
五
年
七
月
五
日
大
法
廷
決
定11

に
お
い
て
合
憲
と
判
断
し
た
。
一
方
、
最
高
裁
の
合
憲
決
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
規
定
の
合
憲
性
へ
の

疑
い
は
学
説
に
お
い
て
根
強
く
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
も
同
種
の
訴
訟
が
多
く
提
起
さ
れ
最
高
裁
小
法
廷
に
お
い
て
合
憲
が
維
持
さ

れ
た
も
の
の
、
そ
の
結
論
は
僅
差
で
あ
っ
た
な
ど12

、
違
憲
判
決
へ
の
環
境
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
中
で
、
本
規
定
は
二
〇
一
三
年
に
最
高
裁

に
よ
っ
て
、
法
の
下
の
平
等
を
定
め
た
憲
法
一
四
条
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。

本
決
定
で
も
、
上
記
二
〇
〇
八
年
国
籍
法
判
決
と
同
様
、
家
族
の
多
様
化
や
婚
外
子
差
別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
的
・
国
内
的
状
況
な
ど

立
法
事
実
の
変
化
を
根
拠
と
し
て
、
本
件
相
続
が
開
始
さ
れ
た
二
〇
〇
一
年
の
時
点
で
は
婚
外
子
と
嫡
出
子
と
の
相
続
分
を
区
別
す
る
合

理
的
根
拠
は
失
わ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
た
。

本
決
定
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
法
律
婚
主
義
を
定
め
る
民
法
七
三
九
条
一
項
が
憲
法
二
四
条
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
二
四
条
二
項
が
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
、
法
律
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
法
律
婚
主
義
の
下
に
お
い
て
も
法
定
相
続
分
の
定
め
に
つ
い
て
個
人
の
尊
厳
と
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法
の
下
の
平
等
を
定
め
る
憲
法
に
照
ら
し
て
不
断
に
検
討
さ
れ
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る13

。

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
国
籍
法
判
決
か
ら
二
〇
一
三
年
婚
外
子
相
続
差
別
違
憲
決
定
に
至
る
流
れ
を
見
る
と
、
婚
外
子
に
関
し

て
は
、
最
高
裁
は
嫡
出
子
と
の
間
の
区
別
（
差
別
）
を
な
く
し
て
い
く
方
向
性
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
家
族
の
あ
り
か
た
の
多
様
性
や

婚
外
子
に
対
す
る
国
際
的
・
国
内
的
状
況
の
変
化
な
ど
立
法
事
実
の
変
化
を
そ
の
根
拠
と
す
る
最
高
裁
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
学
説
か

ら
も
概
ね
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
家
族
や
婚
姻
の
概
念
そ
の
も
の
を
見
直
す
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
従
来
の
理
解

を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
律
婚
家
族
を
家
族
制
度
の
中
心
に
置
き
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
親
子
関
係
に

つ
い
て
、
一
定
の
場
合
に
は
嫡
出
性
で
は
な
く
法
的
親
子
関
係
に
の
み
着
目
し
て
、
法
の
下
の
平
等
に
則
り
同
じ
よ
う
に
扱
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。⚓

二
〇
一
三
年
お
よ
び
二
〇
一
四
年
の
嫡
出
性
を
め
ぐ
る
最
高
裁
の
判
断

右
に
見
た
よ
う
に
、
婚
外
子
差
別
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
は
、
最
高
裁
は
、
嫡
出
子
と
婚
外
子
と
の
間
の
差
別
を
解
消
す
る
方
向
に

舵
を
切
っ
た
。
で
は
最
高
裁
は
、
家
族
法
に
お
け
る
嫡
出
子
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
を
理
解
す
る
た
め
に
、
次
に
、
婚
姻
カ
ッ
プ
ル
の
間
に
生
ま
れ
た
子
の
嫡
出
性
が
争
わ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
の
最
高
裁
の
二
つ
の
判
断

を
見
て
み
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
二
月
一
〇
日
第
三
小
法
廷
決
定14

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
性
同
一
性
障
害
者
特
例
法
に
基
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づ
き
女
性
か
ら
男
性
へ
性
別
変
更
を
し
た
の
ち
に
女
性
と
婚
姻
し
た
Ｘ
⚑
と
そ
の
妻
Ｘ
⚒
が
、
当
該
婚
姻
中
に
Ⅹ
⚒
が
Ａ
Ｉ
Ｄ15

に
よ
っ
て

懐
胎
し
出
産
し
た
子
に
つ
き
Ｘ
⚑
を
父
と
す
る
出
生
届
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
東
京
都
が
父
の
欄
を
空
欄
と
し
た
上
で
Ｘ
⚒
の
子
と
す
る

戸
籍
の
記
載
を
し
た
た
め
、
子
の
父
の
欄
に
Ｘ
⚑
と
記
載
す
る
な
ど
の
戸
籍
の
訂
正
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
最
高
裁
は
、

当
該
夫
婦
の
間
に
性
的
関
係
に
よ
っ
て
子
を
儲
け
る
こ
と
は
お
よ
そ
想
定
で
き
な
い
が
、⽛
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
［
民
法
七
七
二
条
］
に
よ
る
嫡
出
の
推
定
に
つ
い
て
の
適
用
を
、
妻
と
の
性
的

関
係
の
結
果
も
う
け
た
子
で
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
⽜（［

］
内
筆
者
）
と
し
て
、
戸
籍
の

訂
正
を
認
め
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
七
月
一
七
日
第
一
小
法
廷
判
決16

で
あ
る
。
子
が
戸
籍
上
そ
の
嫡
出
子
と
さ
れ
て
い
る
父

に
対
し
て
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
上
告
人
で
あ
る
当
該
子
と
法
律
上
の
父
と
の
間
に

血
縁
関
係
が
な
い
こ
と
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
上
告
人
は
血
縁
上
の
父
を
⽛
お
父
さ
ん
⽜
と
呼
び
生
活

を
共
に
し
て
い
る
な
ど
、
生
活
の
実
態
も
血
縁
上
の
父
と
の
間
の
方
に
成
立
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
本
件
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ

鑑
定
で
血
縁
上
の
親
子
関
係
が
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
嫡
出
推
定
を
維
持
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
判
決

は
、
当
該
子
は
推
定
を
受
け
な
い
嫡
出
子
に
は
あ
た
ら
ず
本
件
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
生

物
学
的
な
血
縁
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
法
的
婚
姻
関
係
を
も
と
に
嫡
出
性
を
認
め
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
最
高
裁
が
血
縁
説
で
は
な
く
外
観
説
を
採
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
最
高
裁
が
親

子
関
係
の
確
定
に
つ
い
て
血
縁
と
い
う
事
実
よ
り
も
法
律
婚
と
い
う
婚
姻
制
度
の
枠
組
み
を
優
先
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど

め
る17

。
着
目
し
た
い
の
は
、
二
〇
一
三
年
小
法
廷
決
定
に
お
け
る
寺
田
補
足
意
見
で
あ
る
。
寺
田
補
足
意
見
は
、
現
行
の
法
律
婚
制
度
の
趣
旨
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を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
と
は
男
女
カ
ッ
プ
ル
の
間
に
生
ま
れ
た
子
を
嫡
出
子
と
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
そ
の
存
在

を
通
じ
て
次
世
代
へ
の
承
継
を
予
定
し
た
家
族
関
係
を
構
築
す
る
趣
旨
で
あ
る
、
と
。
婚
姻
の
効
果
と
し
て
民
法
で
定
め
ら
れ
る
様
々
な

権
利
義
務
関
係
も
本
質
的
に
は
共
同
生
活
者
と
し
て
の
家
族
（
子
）
の
扶
養
の
必
要
性
の
反
映
で
あ
り
、
夫
婦
同
氏
も
ま
た
、
実
質
的
に

は
嫡
出
子
の
氏
を
決
め
る
意
味
を
持
つ
と
す
る18

。

⚔

二
〇
一
五
年
夫
婦
同
氏
合
憲
判
決19

法
律
婚
と
嫡
出
推
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
の
大
法
廷
判
決
で
よ
り
具
体
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
件
は
、
夫

婦
同
氏
を
定
め
る
民
法
七
五
〇
条
の
規
定
が
憲
法
一
三
条
の
自
己
決
定
権
、
同
一
四
条
一
項
の
法
の
下
の
平
等
、
同
二
四
条
一
項
の
婚
姻

に
お
け
る
両
性
の
平
等
、
同
条
二
項
の
家
族
法
制
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
反
す
る
と
し
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
憲
法
二
四
条
適
合
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
は
、
夫
婦
同
氏
の
合
理
性
が
、
嫡

出
子
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、氏ㅟ

名ㅟ

に
つ
い
て
は
一
九
八
八
年
の
い
わ
ゆ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
氏
名
読
み
方
訴
訟20

を
引
用
し
て
、

⽛
社
会
的
に
み
れ
ば
、
個
人
を
他
人
か
ら
識
別
し
特
定
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
⽜
で
あ
る
と
同
時
に
⽛
個
人
か
ら
み
れ
ば
、
人
が
個
人
と

し
て
尊
重
さ
れ
る
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
個
人
の
人
格
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
人
格
権
の
一
内
容
を
構
成
す
る
⽜
と
す
る
一
方
、
名
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
氏ㅟ

に
つ
い
て
は
、⽛
氏
は
、
家
族
の
呼
称
と
し
て
の
意
義
が
あ
⽜
り
、
夫
婦
同
氏
は
⽛
家
族
と
い
う
一
つ
の
集
団
を
構
成
す
る
一

員
で
あ
る
こ
と
を
、
対
外
的
に
公
示
し
、
識
別
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
⽜
と
す
る
。
そ
し
て
、⽛
婚
姻
の
重
要
な
効
果
と
し
て
夫
婦
間
の

子
が
…
嫡
出
子
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
こ
ろ
、
嫡
出
子
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
子
が
両
親
双
方
と
同
氏
で
あ
る
仕
組
み
を
確

保
す
る
こ
と
に
も
一
定
の
意
義
が
あ
る
⽜
と
す
る
の
で
あ
る
。

北研 53 (2・7) 77

最高裁判決に見る家族と婚姻―憲法二四条との関連で



法
律
婚
お
よ
び
そ
の
効
力21

と
し
て
の
夫
婦
同
氏
が
、
子
の
嫡
出
性
を
示
す
意
義
を
有
す
る
と
い
う
見
方
は
、
寺
田
補
足
意
見
に
、
よ
り

詳
細
に
見
ら
れ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
寺
田
裁
判
官
は
す
で
に
二
〇
一
三
年
小
法
廷
決
定
の
補
足
意
見
に
お
い
て
、
民
法
七
五
〇
条
の

夫
婦
同
氏
の
仕
組
み
が
嫡
出
子
の
氏
を
定
め
る
意
味
を
持
つ
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
た
。
本
判
決
の
補
足
意
見
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ

文
言
で
、⽛
男
女
間
に
認
め
ら
れ
る
制
度
と
し
て
の
婚
姻
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
嫡
出
子
の
仕
組
み
を
お
い
て
ほ
か
に
な
く
⽜、⽛
こ
の
よ
う

に
婚
姻
と
結
び
つ
い
た
嫡
出
子
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
⽜⽛
憲
法
二
四
条
と
の
整
合
性
に
欠
け
る
こ
と
⽜
は
な
い
と
述
べ
て
お
り
、⽛
夫

婦
の
氏
に
関
す
る
規
定
は
、
ま
さ
に
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
と
等
し
く
同
じ
氏
を
称
す
る
ほ
ど
の
繋
が
り
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
嫡
出
子
が
意
義

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
⽜
と
し
て
い
る
。

⚕

小
括

以
上
、
現
行
民
法
の
婚
姻
制
度
・
家
族
制
度
に
対
す
る
最
高
裁
の
理
解
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ま
ず
何
よ
り
も
、
憲
法
二
四
条
を
受
け
て
民
法
で
定
め
ら
れ
た
婚
姻
制
度
は
、
法
律
婚
と
嫡
出
子
か
ら
な
る
法
律
婚
家
族
を
基
本
単
位

と
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
嫡
出
子
を
中
心
と
す
る
婚
姻
家
族
の
形
成
が
、
法
律
婚
の
主
な
意
義
と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
し
か
し
、
婚
外
子
と
嫡
出
子
の
別
異
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
家
族
の
多
様
性
や
個
人
の
尊
重
と
い
う
観
念
の
浸
透
な
ど
の
社

会
状
況
の
変
化
か
ら
、
区
別
を
支
え
る
合
理
的
根
拠
は
薄
く
な
っ
て
い
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
嫡
出

制
度
す
な
わ
ち
婚
外
子
と
嫡
出
子
と
の
法
的
身
分
の
違
い
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
法
上
、
嫡
出
子
と
い
う
法
的
身
分
が
存
在
し

て
い
る
以
上
、上
記
法
律
婚
の
意
義
は
依
然
と
し
て
失
わ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
、一
種
の
循
環
論
法
が
伺
え
る
。
ま
た
、嫡
出
性
を
争
っ

た
判
例
に
よ
れ
ば
、
嫡
出
親
子
関
係
は
、
必
ず
し
も
事
実
と
し
て
の
血
縁
が
優
先
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
義
的
に
は
法
律
婚
と
の
関
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係
で
定
ま
る
。

民
法
第
四
編
第
二
章
第
二
節
が
定
め
る
法
律
婚
に
よ
る
法
的
効
果
は
、
嫡
出
子
を
中
心
と
す
る
婚
姻
家
族
を
扶
養
し
維
持
し
承
継
す
る

た
め
の
仕
組
み
で
あ
り
、
夫
婦
が
同
じ
氏
を
称
す
る
こ
と
も
ま
た
そ
れ
に
含
ま
れ
る
、
と
い
う
の
が
、
最
高
裁
判
例
に
見
ら
れ
る
婚
姻
制

度
に
関
す
る
理
解
で
あ
る
。

二
．
憲
法
二
四
条
と
現
行
家
族
法
と
の
関
係

⚑

憲
法
二
四
条
の
意
義

で
は
、
学
説
は
憲
法
二
四
条
の
家
族
や
婚
姻
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
か
。

憲
法
二
四
条
は
、
一
項
で
夫
婦
の
同
等
の
権
利
を
定
め
、
二
項
で
家
族
法
制
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
定
め
る
。

そ
の
意
義
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
戦
前
の
家
制
度
の
否
定
で
あ
り
、
家
族
内
に
お
け
る
男
女
平
等
と
個
人
主
義
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

二
四
条
を
い
か
な
る
性
質
を
持
つ
条
文
と
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
見
解
が
み
ら
れ
た
。
君
塚22

に
よ
れ
ば
、
学
説
に
お
い

て
は
憲
法
二
四
条
の
意
義
を
家
制
度
の
廃
止
と
す
る
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
の
人
権23

と
し
て
の
性
格
に
つ
き
当
初
は
自
由
権
と
解

す
る
も
の
や
社
会
権
と
解
す
る
も
の
な
ど
様
々
見
ら
れ
た
が
、
憲
法
一
四
条
の
平
等
権
・
平
等
原
則
の
特
別
法
的
規
定
と
捉
え
る
立
場
か

ら
発
展
し
て
、
現
在
は
憲
法
一
四
条
の
ほ
か
同
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
の
両
方
の
特
別
規
定
と
捉
え
る
立
場
が
登
場
し
た24

。
現
在
は
、
二

四
条
を
こ
の
一
三
条
お
よ
び
一
四
条
の
両
方
の
婚
姻
お
よ
び
家
族
生
活
に
お
け
る
具
体
化
と
す
る
立
場
が
多
数
説
で
あ
り
通
説
的
見
解
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う25

。

こ
の
立
場
は
、
憲
法
二
四
条
一
項
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
合
意
の
み
を
婚
姻
の
要
件
と
す
る
⽛
婚
姻
の
自
由
⽜
を
定
め
た
も
の
と
解
し
、
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こ
れ
が
同
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
自
己
決
定
権
の
具
体
化
で
あ
る
と
解
す
る
。
さ
ら
に
、
二
四
条
一
項
の
夫
婦
同
等
の
権
利

お
よ
び
同
条
二
項
の
立
法
に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
、憲
法
一
四
条
の
法
の
下
の
平
等
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
考
え
る
。

こ
の
見
解
に
立
て
ば
、
憲
法
二
四
条
が
謳
う
両
性
の
合
意
の
み
に
よ
る
婚
姻
、
個
人
の
尊
厳
、
両
性
の
本
質
的
平
等
は
、⽛
家
族
が
、
究
極

的
に
は
平
等
で
自
由
な
個
人
間
の
結
合
で
あ
る
ほ
か
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
⽜、
従
っ
て
二
四
条
の
内
容
は
⽛
憲
法
の
他
の
条
項
か

ら
導
出
可
能
⽜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る26

。
こ
の
見
解
を
突
き
詰
め
て
ゆ
け
ば
、⽛
契
約
的
家
族
観
⽜
に
た
ど
り
着
く
で
あ
ろ
う27

。

他
方
、
家
族
を
婚
姻
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
団
体
と
捉
え
、
憲
法
二
四
条
は
そ
の
人
的
結
合
を
保
護
す
る
も
の
と
す
る
見
方
も
あ
る
28
、29

。

こ
の
立
場
は
、
先
に
見
た
も
の
と
同
様
に
婚
姻
を
両
当
事
者
の
合
意
の
み
に
基
づ
く
契
約
的
関
係
と
考
え
つ
つ
も30

、
婚
姻
に
よ
り
形
成
さ

れ
る
家
族
を
、
夫
婦
と
そ
の
間
に
生
ま
れ
る
子
ど
も
か
ら
成
る
団
体
と
し
、
こ
の
よ
う
な
家
族
を
憲
法
は
保
護
し
て
い
る
の
だ
と
す
る31

。

こ
の
よ
う
に
、
家
族
の
団
体
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
、
そ
の
保
護
が
憲
法
二
四
条
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
保
護
の
対
象
と

な
る
家
族
（
そ
れ
は
往
々
に
し
て
法
律
婚
家
族
が
想
定
さ
れ
る32

）
と
そ
う
で
な
い
人
的
結
合
と
の
切
り
分
け
を
伴
う
。
こ
の
立
場
に
含
ま

れ
る
と
思
わ
れ
る
米
沢
は
、⽛
二
四
条
は
、夫
婦
、親
子
か
ら
成
る
法
律
上
の
家
族
を
社
会
や
個
人
を
支
え
る
基
軸
と
し
て
措
定
し
て
お
り
、

そ
れ
を
国
家
が
保
護
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
⽜
と
す
る
。
そ
し
て
、⽛
法
律
上
の
家
族
の
保
護
は
重
要
な
立
法
目
的
と
み
な
さ
れ
、
二

四
条
は
法
律
上
の
家
族
と
そ
れ
以
外
の
人
的
結
合
と
の
別
異
取
扱
い
を
正
当
化
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
あ
る
⽜
と
し
、
更
に
⽛
憲
法

が
法
律
上
の
家
族
と
多
様
な
人
的
結
合
体
と
の
全
面
的
な
同
一
扱
い
を
要
求
し
て
い
る
と
ま
で
は
み
な
し
え
⽜
な
い
と
す
る33

。

し
か
し
こ
の
後
者
の
見
解
に
対
し
て
は
、
憲
法
が
想
定
す
る
家
族
を
か
よ
う
に
限
定
的
に
解
す
る
必
然
性
が
あ
る
か
と
い
う
疑
問
が
生

ず
る
。
前
述
の
⽛
契
約
的
家
族
観
⽜
を
提
示
し
た
安
念
は
、⽛
日
本
国
憲
法
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
家
族
に
対
す
る
格
別
の
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る34

⽜
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
憲
法
は
家
族
の
意
義
に
つ
い
て
明
示
的
に
は
語
っ
て
お
ら
ず
、

特
定
の
家
族
観
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
と
見
る
必
然
性
は
な
い
。
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更
に
言
え
ば
、
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
か
ら
成
る
家
族
の
保
護
を
、
立
法
目
的
と
し
て
憲
法
二
四
条
の
文
言
か
ら
直
ち
に
導
出
で
き
る
か

ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。
婚
姻
の
自
由
と
夫
婦
同
等
の
権
利
（
一
項
）、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
（
二
項
）
を
明
示
的
に
定
め

る
二
四
条
は
、
家
族
が
個
人
に
立
脚
し
て
形
成
さ
れ
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
が
、
そ
こ
に
⽛
夫
婦
と
子
ど
も
か
ら
成
る
法
律
上
の

家
族
⽜
の
保
護
ま
で
読
み
込
む
の
は
、
読
み
込
み
す
ぎ
の
感
が
否
め
な
い
。
芦
部
信
喜
は
、
憲
法
二
四
条
の
社
会
権
的
性
格
を
否
定
す
る

文
脈
で
は
あ
る
が
、
二
四
条
は
⽛
国
に
家
族
保
護
の
責
務
を
課
し
て
い
な
い
⽜
と
述
べ
る35

。

⚒

最
高
裁
に
見
る
家
族
観
の
評
価

最
高
裁
判
例
に
見
る
家
族
観
は
、
上
記
の
検
討
に
お
け
る
米
沢
説
と
整
合
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
婚
姻
家
族
を
法
律

上
保
護
す
べ
き
一
種
の
団
体
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
た
め
の
し
く
み
を
婚
姻
の
法
的
効
果
と
し
て
整
え
て
お
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二

〇
一
三
年
婚
外
子
相
続
差
別
違
憲
決
定
が
⽛
憲
法
二
四
条
を
受
け
て
民
法
二
三
九
条
が
法
律
婚
主
義
を
定
め
て
い
る
⽜
と
述
べ
た
の
は
、

保
護
す
べ
き
団
体
を
具
体
化
し
た
も
の
が
民
法
に
お
け
る
法
律
婚
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。
婚
姻
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
理
由
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
当
該
法
律
婚
カ
ッ
プ
ル
の
間
に
生
ま
れ
た
子
の
福
祉
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
子
を
嫡
出
子
と
し
て
安
定
的
に
監
護

す
る
た
め
に
民
法
は
様
々
な
婚
姻
の
効
力
を
定
め
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
一
方
で
、
嫡
出
子
で
は
な
い
子
の
保
護
を
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
。
二
〇
一
三
年
婚
外
子

相
続
差
別
違
憲
決
定
に
お
い
て
民
法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
の
婚
外
子
相
続
差
別
規
定
が
違
憲
と
さ
れ
る
よ
り
前
、
一
九
九
五
年
婚
外
子
相

続
差
別
合
憲
決
定
で
同
規
定
が
合
憲
と
さ
れ
た
際
に
、
最
高
裁
は
婚
外
子
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
し
た
規
定
に
つ
い
て
⽛
民

法
が
法
律
婚
主
義
を
採
用
し
て
い
る
以
上
、
法
定
相
続
分
は
婚
姻
関
係
に
あ
る
配
偶
者
と
そ
の
子
を
優
遇
し
て
こ
れ
を
定
め
る
が
、
他
方
、
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非
嫡
出
子
に
も
一
定
の
法
定
相
続
分
を
認
め
て
そㅟ

のㅟ

保ㅟ

護ㅟ

をㅟ

図ㅟ

っㅟ

たㅟ

もㅟ

のㅟ

でㅟ

あㅟ

るㅟ

⽜（
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
最
高

裁
が
、
法
律
婚
制
度
の
下
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
子
と
は
専
ら
嫡
出
子
の
こ
と
で
あ
り
、
婚
外
子
は
そ
も
そ
も
そ
の
対
象
外
で
あ
っ
た
と
考

え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る36

。

同
様
の
考
え
方
は
、
二
〇
一
五
年
夫
婦
同
氏
大
法
廷
判
決
で
も
、
氏
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
判
決
は
、⽛
氏
名
⽜

と
⽛
氏
⽜
と
を
別
個
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
位
置
付
け
、
名
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
⽛
氏
⽜
に
関
し
て
は
、
個
人
の
呼
称
と
し
て
の
意
義
が

あ
る
こ
と
を
を
認
め
つ
つ
も
、
夫
婦
及
び
そ
の
嫡
出
子
が
名
乗
る
べ
き
家
族
の
呼
称
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
具
体
的
な
法
制
度
（
こ
こ

で
は
嫡
出
子
を
中
心
と
し
た
法
律
婚
制
度
）
を
離
れ
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

⚓

検
討

こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
態
度
は
、
果
た
し
て
憲
法
二
四
条
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
憲
法
二
四
条
に
い
う
婚
姻
の
意
義
に
関

し
て
は
、
二
つ
の
見
方
が
あ
り
得
よ
う
。

ひ
と
つ
は
、
最
高
裁
の
よ
う
に
婚
姻
の
意
義
を
カ
ッ
プ
ル
の
間
の
子
を
中
心
に
考
え
る
場
合
で
あ
る
。
確
か
に
、
婚
姻
制
度
に
期
待
さ

れ
て
い
る
最
も
重
要
な
機
能
が
⽛
夫
婦
の
間
に
生
ま
れ
た
子
を
社
会
的
に
承
認
し
、
そ
の
監
護
、
教
育
を
す
る37

⽜
こ
と
で
あ
る
と
の
観
点

か
ら
、
子
の
居
場
所
と
な
る
家
族
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
親
で
あ
る
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
や
状
態
が
安
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要

請
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
当
な
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
婚
姻
制
度
に
よ
っ
て
法
律
婚
カ
ッ
プ
ル
に
一
定
の
法
的
効

果
を
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
も
ま
た
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
婚
姻
を
制
度
と
し
て
法
的
に
保
護
す
る
意
味
は
あ
る
。

し
か
し
、
子
の
福
祉
と
い
う
そ
の
目
的
か
ら
見
れ
ば
、
法
律
婚
カ
ッ
プ
ル
の
間
に
生
ま
れ
た
子
だ
け
を
法
的
保
護
の
対
象
と
す
る
必
然
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性
は
な
い
。
本
来
、
子
ど
も
を
守
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
法
律
婚
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
、
保
護
の
対
象
と
な
る
べ
き
子
ら
を
嫡
出
性

に
よ
っ
て
峻
別
し
た
上
で
異
な
る
法
的
身
分
を
与
え
、
別
異
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。

憲
法
二
四
条
は
家
族
や
婚
姻
の
形
態
や
そ
の
保
護
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
言
及
し
な
い
一
方
で
、
明
示
的
に
両
性
の
本
質

的
平
等
と
個
人
の
尊
厳
を
定
め
る
。
つ
ま
り
憲
法
二
四
条
が
要
求
し
て
い
る
の
は
配
偶
者
間
の
平
等
対
等
な
関
係
で
あ
り
、
子
が
い
る
場

合
に
は
当
該
子
が
個
人
の
尊
厳
を
保
っ
た
か
た
ち
で
家
族
関
係
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
二
四
条
が
、
法
律
上
の
婚
姻
の
み38

を
と
く
に
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
法
律
婚
制
度
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
制
約
の
中
で
憲
法
二
四
条
を
解
釈
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
逆
転
現
象
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る39

。

こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
見
方
が
提
示
で
き
よ
う
。
婚
姻
の
意
義
を
婚
姻
当
事
者
を
中
心
に
見
る
も
の
で
あ
る
。
現
行
憲
法
下

に
お
け
る
婚
姻
は
、
家
の
存
続
を
目
的
と
し
た
戦
前
の
家
制
度
の
下
で
の
そ
れ
と
は
全
く
質
が
異
な
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
。
憲
法
二
四
条
一
項
は
、
同
等
の
権
利
を
有
す
る
対
等
な
個
人
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
べ
き
こ
と
を
定
め
、
二
項

で
は
、
そ
の
よ
う
な
家
族
を
形
成
し
維
持
す
る
た
め
の
し
く
み
が
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性40

の
本
質
的
平
等
に
基
づ
く
べ
き
こ
と
（
の
み
）

を
定
め
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
現
行
憲
法
下
に
お
け
る
婚
姻
は
、
平
等
か
つ
互
い
に
尊
厳
を
保
た
れ
た
カ
ッ
プ
ル
を
中
心
に
観
念
さ

れ
る
も
の
と
い
え
る
。
無
論
こ
の
こ
と
は
、子
や
そ
の
他
の
家
族
構
成
員
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

憲
法
二
四
条
二
項
が
家
族
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
す
べ
き
こ
と
を
言
う
と
き
、
そ
こ
に
子
や

そ
の
他
の
家
族
構
成
員
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
婚
姻
家
族
観
は
、
両
性
が
婚
姻
関
係
に
お
い
て
互
い

に
尊
厳
を
保
つ
こ
と
を
要
請
す
る
し
（
ど
ち
ら
か
一
方
が
意
に
反
し
て
氏
の
変
更
を
強
制
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
）、
家
族
の
一
員
で

あ
る
子
が
尊
厳
あ
る
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
も
要
請
す
る
は
ず
で
あ
る
（
婚
外
子
だ
か
ら
と
い
っ
て
嫡
出
子
と
区
別
／
差
別
さ
れ

な
い
）。
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こ
の
よ
う
に
、
嫡
出
子
を
中
心
と
す
る
家
族
観
か
ら
カ
ッ
プ
ル
を
中
心
と
す
る
家
族
観
へ
の
転
換
が
、
憲
法
二
四
条
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
憲
法
二
四
条
は
形
式
的
に
家
制
度
を
廃
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
家
の
存
立
を
目
的
と
し
た
嫡

出
制
度
を
も
見
直
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

⚔

小
括

嫡
出
子
を
中
心
と
す
る
法
律
婚
を
婚
姻
制
度
の
根
幹
と
す
る
現
在
の
婚
姻
制
度
の
評
価
は
、
そ
の
内
容
を
精
査
す
れ
ば
、
右
で
検
討
し

た
よ
う
な
婚
姻
の
自
由
・
個
人
の
尊
重
・
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
た
憲
法
二
四
条
の
家
族
観
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
立
法
府
は
（
す
で
に
一
九
九
六
年
に
民
法
改
正
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
現
行
制
度
の
改
正
に
消
極

的
で
あ
り
、
最
高
裁
も
、
婚
外
子
差
別
に
つ
い
て
は
解
消
の
方
向
性
を
示
し
つ
つ
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
な
嫡
出
子
中
心
の
家
族
観
を
維

持
し
続
け
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
現
行
の
法
律
婚
制
度
へ
の
最
高
裁
や
立
法

府
の
強
い
こ
だ
わ
り
は
、
現
行
の
法
律
婚
制
度
に
こ
だ
わ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
現
在
の
嫡
出
制
度
を
中
心
と
し
た
法
律
婚
を
優
遇
す
る
こ
と
に
よ
る
保
護
は
、
嫡
出
家
族
へ
の
国
家
の
⽛
特
別
の
関
心
⽜
を
意
味
す

る
。
別
言
す
れ
ば
、
法
律
婚
お
よ
び
そ
の
間
に
生
ま
れ
る
嫡
出
子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
家
族
こ
そ
が
正
当
な
家
族
で
あ
る
と
の
エ
ン

ド
ー
ス
メ
ン
ト
（
是
認
）
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る41

。
こ
の
こ
と
が
、
国
家
が
想
定
し
な
い
家
族
的
結
合
を
排
除
す
る
結
果
を
生
ん
で
お
り
、

そ
れ
が
個
人
の
尊
厳
を
損
な
う
が
た
め
に
こ
れ
ま
で
い
く
つ
も
の
異
議
申
立
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

二
つ
め
に
、
し
か
し
法
律
婚
制
度
の
具
体
的
内
容
が
現
在
の
形
で
維
持
さ
れ
る
根
拠
は
実
は
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
も
明
確
に
は
示
さ
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れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
律
婚
が
現
在
の
制
度
設
計
（
嫡
出
制
度
、
夫
婦
同
氏
、
異
性
婚
等
）
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
か
ど
う
か
は
、
自
明
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
憲
法
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
一
定
の
家
族
像
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
法
律
婚
制
度
の
具
体
的
内
容
は
多
様
で
あ
り
得
る
。
最
高
裁
が
言
う
よ
う
な
、⽛
嫡
出
子
を
中
心
と
す
る
婚
姻
家
族
の
形
成
が
法

律
婚
の
意
義
で
あ
り
、
夫
婦
が
氏
を
同
じ
く
す
る
こ
と
も
嫡
出
子
の
氏
を
定
め
る
意
義
が
あ
る
⽜
と
い
う
説
明
も
、
現
在
の
制
度
が
そ
う

な
っ
て
い
る
と
い
う
説
明
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
憲
法
二
四
条
の
趣
旨
を
明
確
に
し
た
上
で
、
現
在
の
婚
姻
制
度
が
真
に

そ
の
趣
旨
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

明
治
憲
法
下
で
存
在
し
た
家
制
度
が
日
本
国
憲
法
二
四
条
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
家
制
度
の
も
と
で
そ
の
根
幹
を
担
っ
て
い
た
夫
婦
同
氏
や
嫡
出
推
定
が
、
戦
後
七
〇
年
を
経
た
今
な
お
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
憲
法

二
四
条
に
と
っ
て
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
戦
後
家
族
法
改
革
の
不
徹
底42

に
よ
る
憲
法
と
民
法
の
齟
齬
が
（
改
革
の
試
み
は
常
に
あ
り
つ

つ
も
）
い
ま
だ
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
戦
前
の
家
制
度
の
観
念
が
い
か
に
強
固
に
日
本
の
家
族
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
た
か
を

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
家
制
度
の
残
滓
の
い
く
つ
か
が
、
最
高
裁
判
決
な
く
し
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
傍
証
で
あ
る
。

家
族
の
あ
り
方
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
最
高
裁
に
お
い
て
も
す
で
に
強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
制
度
に
反
映

さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
は
そ
の
多
様
な
あ
り
方
が
制
約
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
、
最
高
裁
は
意
外
な
ほ
ど
無
頓
着
で
あ
る
よ

う
に
思
え
る
。
憲
法
に
い
う
個
人
の
尊
厳
は
、
い
か
な
る
個
人
で
あ
っ
て
も
尊
厳
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
は

国
家
に
対
し
て
多
様
な
個
人
を
多
様
な
ま
ま
尊
厳
あ
る
個
人
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
を
命
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
か
な
る
家
族
の

北研 53 (2・15) 85

最高裁判決に見る家族と婚姻―憲法二四条との関連で



あ
り
方
を
選
択
し
た
場
合
で
も
同
様
な
の
で
あ
る
。

1

西
希
代
子
⽛
民
法
と
憲
法
―
家
族
法
の
中
の
憲
法
問
題
⽜
月
報
司
法
書
士
五
四
三
（
二
〇
一
七
）、
二
九
頁
。
ま
た
、
同
三
五
頁
の
注
5)
も
参
照
。

2

た
と
え
ば
、
野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
⽝
憲
法
⚑
［
第
五
版
］⽞（
有
斐
閣
・
二
〇
一
二
）、
二
八
九
頁
、
同
二
九
三
頁
。

3

こ
れ
ら
は
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
委
員
会
や
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
な
ど
の
国
際
人
権
条
約
機
関
か
ら
も
改
善
す
べ
き
点
と
し
て
勧
告
を
受
け
て
き
た
。
子

ど
も
の
権
利
条
約
に
基
づ
く
第
三
回
政
府
報
告
に
対
し
て
二
〇
一
〇
年
に
出
さ
れ
た
最
終
見
解
（
http://w
w
w
.m
ofa.go.jp/m
ofaj/gaiko/jido/pdfs/

1006_kj03_kenkai.pdf）
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
一
～
三
二
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
基
づ
く
第
七
回
・
第
八
回
政
府
報
告
に
対
し
て
二
〇
一
六
年
に
出
さ
れ
た
最
終

見
解
（
http://w
w
w
.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/CO
7-8_j.pdf）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
二
～
一
三
な
ど
。（
二
〇
一
七
年
八
月
二
日

最
終
閲
覧
）

4

自
民
党
が
二
〇
一
二
年
四
月
に
発
表
し
た⽛
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
⽜（
http://constitution.jim
in.jp/draft/）の
二
四
条
改
正
部
分
の
問
題
点
に
つ
い
て
、

辻
村
み
よ
子
⽝
憲
法
と
家
族
⽞（
日
本
加
除
出
版
・
二
〇
一
六
）、
三
三
二
頁
。

5

最
高
裁
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
六
月
四
日
大
法
廷
判
決
（
民
集
六
二
・
六
・
一
三
六
七
）。
最
高
裁
は
同
日
に
二
つ
の
事
件
に
つ
き
ほ
ぼ
同
内
容
の
判
決

を
出
し
て
い
る
。
以
下
、
二
〇
〇
八
年
国
政
法
判
決
と
呼
ぶ
。

6

原
田
央
⽛
最
高
裁
平
成
二
〇
年
六
月
四
日
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
―
国
際
私
法
の
観
点
か
ら
⽜
法
教
三
四
一
（
二
〇
〇
九
）、
六
～
一
九
頁
参
照
。

7

認
知
の
時
期
に
よ
る
区
別
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
一
一
月
二
二
日
判
決
（
集
民
二
〇
八
・
四
九
五
）
が
合
憲
と
判
断
し
て
い
る
。

国
籍
法
二
条
一
項
に
従
え
ば
、
婚
外
子
が
胎
児
認
知
さ
れ
て
い
た
日
本
国
籍
を
生
来
取
得
す
る
の
に
対
し
生
後
認
知
さ
れ
た
場
合
は
取
得
で
き
な
い
こ
と
に
対

し
、
認
知
の
効
力
が
遡
及
し
な
い
こ
と
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。

8

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
母
に
つ
い
て
は
、
法
的
婚
姻
の
有
無
に
よ
ら
ず
分
娩
の
事
実
に
よ
り
法
的
親
子
関
係
が
成
立
す
る
た
め
、
国
籍
取
得
要
件
に
限
っ

て
い
え
ば
嫡
出
性
は
影
響
せ
ず
、
国
籍
法
二
条
一
項
に
よ
り
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
。

9

も
っ
と
も
、
こ
の
血
縁
性
は
、
あ
く
ま
で
も
事
実
上
の
血
縁
で
は
な
く
法
的
親
子
関
係
を
前
提
と
す
る
血
縁
主
義
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

10

最
高
裁
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
九
月
四
日
大
法
廷
判
決
（
民
集
六
七
・
六
・
一
三
二
〇
）。
以
下
、
二
〇
一
三
年
婚
外
子
相
続
差
別
違
憲
決
定
と
呼
ぶ
。

11

最
高
裁
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
七
月
五
日
大
法
廷
決
定
（
民
集
四
九
・
七
・
一
七
八
九
）。
以
下
、
一
九
九
五
年
婚
外
子
相
続
差
別
合
憲
決
定
と
呼
ぶ
。

12

最
高
裁
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
三
月
二
八
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
集
民
二
〇
九
・
三
四
七
）、
同
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
三
月
三
一
日
第
二
小
法
廷

北研 53 (2・16) 86

論 説



判
決
（
集
民
二
〇
九
・
三
九
七
）
な
ど
。

13

本
決
定
は
、
か
つ
て
は
法
律
婚
を
正
当
な
婚
姻
と
し
て
こ
れ
を
尊
重
し
相
続
に
お
い
て
も
嫡
出
子
を
優
遇
す
る
こ
と
も
合
理
性
が
あ
っ
た
と
し
た
。
こ
の
こ

と
は
一
九
九
五
年
決
定
に
お
け
る
合
憲
判
断
の
合
理
性
を
補
足
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

14

民
集
六
七
・
九
・
一
八
四
七
。
以
下
、
二
〇
一
三
年
小
法
廷
決
定
と
呼
ぶ
。

15

A
rtificialInsem
ination
ofD
onor（
非
配
偶
者
間
人
工
受
精
）

16

民
集
六
八
・
六
・
五
四
七
。
以
下
、
二
〇
一
四
年
小
法
廷
判
決
と
呼
ぶ
。

17

法
的
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
父
子
関
係
を
確
定
し
こ
れ
を
容
易
に
覆
す
こ
と
の
な
い
よ
う
制
度
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
父
子
関
係
を
速
や
か
に

確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
を
図
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

18

た
だ
し
、
こ
の
見
解
は
現
行
の
婚
姻
制
度
の
理
解
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
異
な
る
婚
姻
制
度
の
あ
り
方
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
寺
田
補
足
意
見
に

お
い
て
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

19

最
高
裁
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
二
月
一
六
日
大
法
廷
判
決
（
民
集
六
九
・
八
・
二
五
八
六
）。
以
下
、
二
〇
一
五
年
夫
婦
同
氏
大
法
廷
判
決
と
呼
ぶ
。

20

最
高
裁
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
二
月
一
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
民
集
四
二
・
二
・
二
七
）。

21

夫
婦
同
氏
が
婚
姻
の
⽛
効
力
⽜
な
の
か
⽛
要
件
⽜
な
の
か
は
別
途
考
察
を
要
す
る
。
民
法
七
五
〇
条
は
民
法
第
四
編
第
二
章
第
二
節
⽛
婚
姻
の
効
力
⽜
の
冒

頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
戸
籍
の
届
出
に
お
い
て
婚
姻
後
の
氏
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
届
け
が
受
理
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
は
要
件
で
あ
る
と
す
る

学
説
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
石
綿
は
る
美
⽛⽝
家
族
⽞
の
呼
称
と
し
て
の
氏
と
婚
姻
の
効
力
と
し
て
の
夫
婦
同
氏
⽜
論
ジ
ュ
リ
一
八
（
二
〇
一
六
）、
八

三
頁
、
髙
橋
和
之
⽛
夫
婦
別
姓
訴
訟
―
同
氏
強
制
合
憲
判
決
に
み
ら
れ
る
最
高
裁
の
思
考
様
式
⽜
世
界
八
七
九
（
二
〇
一
六
）、
一
四
七
頁
な
ど
。

22

君
塚
正
臣
⽛
日
本
国
憲
法
二
四
条
解
釈
の
検
証
⽜
関
法
五
二
・
一
（
二
〇
〇
二
）、
一
～
二
七
頁
は
、
憲
法
二
四
条
の
成
立
経
緯
と
、
憲
法
学
及
び
民
法
学
に

お
け
る
二
四
条
解
釈
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
。
二
四
条
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
る
学
説
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
植
野
妙
実
子
⽛
第
二
四
条

家
族
の
権
利
と
保
護
⽜

法
セ
ミ
五
四
五
（
二
〇
〇
〇
）、
八
二
頁
以
下
も
参
照
。
以
下
の
記
述
は
、
君
塚
論
文
二
九
頁
以
下
の
学
説
の
整
理
を
参
考
に
し
て
い
る
。

23

一
部
に
制
度
的
保
障
と
解
す
る
立
場
も
あ
っ
た
が
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
君
塚
・
前
掲
（
22
）、
一
六
～
一
八
頁
。

24

君
塚
・
前
掲
（
22
）、
二
九
頁
。

25

辻
村
み
よ
子
が
そ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
。
辻
村
み
よ
子
⽝
憲
法
［
第
五
版
］⽞（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
六
）、
一
七
〇
頁
な
ど
参
照
。
ま
た
、
婚
外
子
差

別
や
夫
婦
同
氏
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
立
場
を
前
提
に
し
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
山

本
龍
彦
⽛
国
家
的
⽝
名
誉
毀
損
⽞
と
憲
法
一
三
条
：
私
生
活
上
の
自
由
／
個
人
の
尊
厳
⽜
判
時
二
三
〇
六
（
二
〇
一
六
）、
三
～
一
三
頁
な
ど
。
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26

安
念
潤
司
⽛
憲
法
問
題
と
し
て
の
家
族
⽜
ジ
ュ
リ
一
〇
二
二
（
一
九
九
三
）、
五
〇
頁
。

27

安
念
潤
司
⽛
家
族
形
成
と
自
己
決
定
⽜⽝
岩
波
講
座
現
代
の
法
一
四
・
自
己
決
定
権
と
法
⽞（
岩
波
書
店
・
一
九
九
八
）、
一
三
四
～
一
四
三
頁
。
な
お
安
念
は
、

人
格
的
自
律
に
基
礎
を
置
く
自
由
主
義
を
⽛
甲
種
⽜
自
由
主
義
、
よ
り
消
極
的
な
い
わ
ば
一
般
的
自
由
を
求
め
る
自
由
主
義
を
⽛
乙
種
⽜
自
由
主
義
と
呼
び
、

憲
法
二
四
条
の
内
容
た
る
婚
姻
の
自
由
は
後
者
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
⽛
乙
種
⽜
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
⽛
契
約
的
家
族
観
⽜
を
提
唱
し
て
い
る
。
安
念

潤
司
⽛⽝
人
間
の
尊
厳
⽞
と
家
族
の
あ
り
方
―
⽝
契
約
的
家
族
観
⽞
再
論
⽜
ジ
ュ
リ
一
二
二
二
（
二
〇
〇
二
）、
二
一
～
二
九
頁
。
民
法
学
に
お
け
る
、
婚
姻
が

制
度
で
あ
る
か
契
約
で
あ
る
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、婚
姻
を
一
種
の
契
約
と
み
る
見
方
は
憲
法
学
に
お
い
て
は
散
見
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
初
宿
正
典
⽝
憲
法
2
基
本
権
［
第
三
版
］⽞（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
）、
三
一
三
頁
、
木
村
草
太
⽛
夫
婦
別
姓
訴
訟
の
憲
法
学
的
考
察
⽜
月
報
司
法
書
士

五
四
三
（
二
〇
一
七
）、
二
五
頁
な
ど
。

28

初
宿
・
前
掲
（
27
）
三
一
四
頁
、
渋
谷
秀
樹
・
赤
坂
正
浩
⽝
憲
法
⚑
人
権
［
第
六
版
］⽞（
有
斐
閣
・
二
〇
一
六
）、
二
四
六
頁
（
渋
谷
執
筆
）、
米
沢
広
一
⽛
憲

法
と
家
族
法
⽜
ジ
ュ
リ
一
〇
五
九
（
一
九
九
五
）、
八
頁
。

29

家
族
を
⽛
結
社
⽜
と
同
列
に
理
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
君
塚
・
前
掲
（
22
）、
三
四

頁
。

30

渋
谷
・
赤
坂
・
前
掲
註
（
28
）、
二
四
八
頁
、
初
宿
・
前
掲
註
（
27
）、
三
一
三
～
三
一
四
頁
。

31

初
宿
・
前
掲
註
（
27
）、
三
一
四
頁
、
米
沢
・
前
掲
註
（
28
）、
八
頁
。

32

同
右
。

33

米
沢
・
前
掲
註
（
28
）、
八
頁
。

34

安
念
・
前
掲
（
26
）、
五
〇
頁
。

35

芦
部
信
喜
⽝
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
⑴
［
増
補
版
］⽞（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
〇
）、
五
七
頁
。

36

本
判
決
の
多
く
の
評
釈
に
お
い
て
は
、
婚
外
子
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
す
る
当
時
の
民
法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
の
規
定
の
立
法
目
的
を
法
律
婚

の
保
護
と
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
む
し
ろ
、
本
判
決
理
由
の
力
点
は
婚
外
子
の
保
護
の
方
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

37

有
地
亨
⽝
新
版
家
族
法
概
論
［
補
訂
版
］⽞（
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
五
）、
七
二
頁
。

38

内
縁
準
婚
理
論
に
よ
っ
て
、
法
律
婚
以
外
の
カ
ッ
プ
ル
が
法
的
保
護
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
法
律
婚
を
ベ
ー
ス
に
し
た
準
用
理
論
で
あ
る
。

39

髙
橋
和
之
は
こ
れ
を
⽛
制
度
優
先
思
考
⽜
と
呼
ぶ
。
高
橋
・
前
掲
（
21
）、
一
四
四
頁
。

40

憲
法
二
四
条
の
文
言
は
⽛
両
性
⽜
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
家
制
度
を
否
定
す
る
二
四
条
の
趣
旨
か
ら
単
に
婚
姻
の
両
当
事
者
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
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て
、
必
ず
し
も
男
女
の
結
び
付
き
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
憲
法
二
四
条
は
同
性
婚
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

41

山
本
・
前
掲
（
25
）、
五
頁
。
田
代
亜
紀
も
、
ア
メ
リ
カ
の
同
性
婚
を
め
ぐ
る
議
論
を
引
き
つ
つ
、⽛
婚
姻
す
る
権
利
⽜
と
尊
厳
（
dignity）
と
の
関
係
を
指

摘
し
て
い
る
。
田
代
亜
紀
⽛
現
代
⽝
家
族
⽞
の
問
題
と
憲
法
学
⽜
佐
々
木
弘
通
・
宍
戸
常
寿
編
著
⽝
現
代
社
会
と
憲
法
学
⽞（
弘
文
堂
・
二
〇
一
五
）、
八
〇
～

八
一
頁
。

42

西
・
前
掲
（
1
）。
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Family and Marriage in the judgments of the supreme court
of Japan

Akiko TATEDA

The supreme court of Japan has made many important jugements
including unconstitutional ones concerning the family law since 2000,
however the supreme court has not changed the idea of family. The
japanese family law has some problemes about constitutionality,
especially on the articles 14 and 24 of the Constitution that provide sexual
equality and individual dignity in the family. It has said that these
ploblems are brought by the IE system, old japanese family system, for
this old system has lived in present family law inconsciously, thought the
Constitution of Japan had abolished that system.
This paper intends to search the IE ideology remaining in the

precedents of the supreme court and to prove that that conflicts with the
article 24 of the Constitution.
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