
齋

藤

国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

ー
比
較
国
際
私
法
的
視
点
か
ら
見
た
改
正
法
例
一
六
条
と

日
本
の
協
議
離
婚
制
度
の
国
際
的
拡
張
に
つ
い
て
の
若
干
の
疑
問
I

彰



序

説

第
一
章
各
国
の
国
際
離
婚
法
制
に
つ
い
て

第

一

節

序

論

第
二
節
日
本
の
協
議
離
婚
制
度
の
比
較
法
的
特
殊
性
に
つ
い
て

第
一
二
節
各
国
の
国
際
離
婚
法
制
ー
—
'
比
較
国
際
私
法
の
視
点
か
ら

第
二
章
比
較
法
的
視
点
か
ら
の
概
括
的
考
察

第

一

節

序

論

第
二
節
裁
判
管
轄
と
法
選
択
の
関
連
性
に
つ
い
て

第
三
節
法
選
択
に
お
け
る
一
方
主
義
と
双
方
主
義
の
相
対
化

第
四
節
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
・
執
行
に
つ
い
て

第
五
節
外
国
離
婚
承
認
の
た
め
の
判
決
の
必
要
性
に
つ
い
て

第
三
章
法
例
と
協
議
離
婚

第
一
節
現
状
の
批
判
的
検
討

第
二
節
法
例
政
正
と
協
議
離
婚

第
三
節
協
議
離
婚
と
管
轄
判
断
の
無
関
係
性

第
四
節
婚
姻
に
対
す
る
国
家
の
関
与
と
跛
行
婚

第

五

節

小

括

結
論
に
か
え
て



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

本
稿
は
、
国
際
的
な
要
素
を
伴
っ
た
離
婚
の
問
題
に
つ
い
て
、

て
特
殊
な
制
度
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
協
議
離
婚
を
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
平
成
元

年
の
法
例
改
正
に
お
い
て
、
男
女
平
等
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
切
り
札
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た
三
段
階
の
段
階
的
連

(2) 

結
（
共
通
本
国
法
、
共
通
常
居
所
地
法
、
最
密
接
関
係
地
法
）
は
、
そ
れ
自
体
抽
象
的
に
眺
め
れ
ば
、
男
女
に
中
立
で
均
衡
の
と
れ
た
美

し
い
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
に
、
そ
れ
以
前
に
法
例
が
婚
姻
の
効
カ
・
夫
婦
財
産
制
・
離
婚
の
そ
れ
ぞ
れ
の
準
拠
法
決
定

(
3
)
 

の
た
め
の
連
結
点
と
し
て
「
夫
の
本
国
」
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
そ
の
感
は
一
層
深
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
具

体
的
に
、

四
五
七

日
本
の
現
在
の
法
制
度
的
対
応
の
問
題
点
を
、
特
に
比
較
法
的
に
見

日
本
民
法
及
び
戸
籍
実
務
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
そ
れ
が
実
際
に
果
た
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
果
た
し
う
る
機
能
に
つ

い
て
冷
徹
に
眺
め
る
と
き
、
評
価
は
自
ず
と
異
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
比
較
法
的

こ
う
し
た
目
的
で
取
り
扱
わ
れ
る
以
上
、
本
稿
が
参
照
す
る
比
較
法
的
な
資
料
は
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
よ
り
切
り
取
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
必
ず
し
も
当
該
外
国
の
状
況
の
全
体
像
を
客
観
的
な
視
点
か
ら
正
確
に
伝
え
る
目
的
に
は
適
さ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
先
鋭
化
す
る
こ
と
に
よ
り
批
判
を
加
え
て
い
く
が
、
そ

の
こ
と
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
議
論
の
価
値
を
全
面
否
定
す
る
こ
と
に
決
し
て
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
意
識
の
先
走
り
に
よ

る
論
証
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
は
、
諸
先
輩
の
ご
叱
正
を
賜
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
発
展
を
期
し
た
い
。

な
視
点
を
重
視
し
つ
つ
、
具
体
的
な
考
察
を
進
め
て
行
く
。

序

説

（七
0
九）



第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
近
に
お
い
て
も
立
法
を
含
め
た
各
国
の
対
応
の
変
化
は
激
し
い
。
総
て
の
情
報
を
網
羅
的
に
収
集
す
る

に
は
時
間
的
・
資
源
的
に
大
き
な
制
約
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
く
に
比
較
国
際
私
法
の

立
場
か
ら
、
幅
広
い
資
料
と
総
合
的
な
視
点
か
ら
構
造
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
文
献
で
あ
る

Franc;ois
Boulanger, 

D
r
o
i
t
 civil 
d
e
 la 
famille, t
o
m
e
 II 
(
E
c
o
n
o
m
i
c
a
,
 1994)~ 

今＝ほ圧に
b
た
る
主
た
る
参
考
資
料
と
し
て
大
い
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

(4) 

い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。
も
ち
ろ
ん
、
情
報
の
正
確
性
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
、
他
の
信
頼
す
べ
き
資
料
に
よ
り
確
認
を
行
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
中
の
筆
者
の
主
張
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
事
実
に
関
す
る
記
述
に
お
け

る
過
ち
も
す
べ
て
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。

（七一

0
)

(5) 

わ
が
国
に
お
け
る
離
婚
に
つ
い
て
、
全
体
の
九

0
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
が
、
協
議
離
婚
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
て
い
る
。
協

議
離
婚
と
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
離
婚
届
の
み
を
形
式
と
し
て
戸
籍
窓
口
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
な
要
件
さ
え
満
た
さ

(6)

（

7
)
 

れ
て
い
れ
ば
、
窓
口
は
そ
れ
を
受
理
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
効
力
は
離
婚
届
が
窓
口
で
受
領
さ
れ
た
こ
と
で
効
力
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

日
本
に
戸
籍
が
な
い
者
が
協
議
離
婚
を
し
て
も
、
そ
れ
が
戸
籍
に
反
映
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る

(8) 

と
考
え
ら
れ
る
。

関
法

一
方
の
配
偶
者
が
日
本
に
戸
籍
を
有
す
る
場
合
、

第
二
節
日
本
の
協
議
離
婚
制
度
の
比
較
法
的
特
殊
性
に
つ
い
て

第

一

節

序

論
第
一
章
各
国
の
国
際
離
婚
法
制
に
つ
い
て

つ
ま
り
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
国
際
結
婚
の
カ
ッ
プ
ル
が
離
婚
す
る

四
五
八



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

四
五
九

場
合
に
、
協
議
離
婚
が
ど
の
程
度
の
割
合
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
デ
ー
タ
は
な
い
。
し
か
し
、
状
況
か
ら
考
え
て
、
か
な
り
の

(9) 

割
合
の
も
の
が
協
議
離
婚
に
よ
っ
て
離
婚
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
協
議
離
婚
は
比
較
法
的
に
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
制
度
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

く
私
的
行
為
と
し
て
の
協
議
離
婚
は
、
も
と
も
と
は
極
東
の
文
化
に
特
有
の
も
の
と
さ
れ
、
日
本
、
タ
イ
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
と
さ
れ

(12) 

(10) 
る
。
中
華
人
民
共
和
国
と
大
韓
民
国
で
は
、
現
在
で
は
こ
う
し
た
状
況
に
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
中
華
人
民
共
和
国
で
は
官

吏
に
よ
る
当
事
者
の
離
婚
と
そ
れ
に
伴
う
取
極
め
に
つ
い
て
の
意
思
の
確
認
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
人
民
法
院
に
事
件
は
移

一
九
七
七
年
―
二
月
二
二
日
の
法
律
に
よ
り
、
家
庭
法
院
が
、
当
事
者
の
意
思
を
確
認
し
強
迫
な
ど
の
場

(13) 

合
に
は
合
意
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
有
責
主
義
か
ら
破
綻
主
義
へ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
離
婚
法
の
流
れ
を
大
き
く
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
最
近
で
は
一

(14) 

部
の
国
に
つ
い
て
「
合
意
に
よ
る
離
婚
」
と
い
う
類
型
が
加
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
日
本
に
お
け
る
協
議
離
婚

は
、
そ
こ
に
お
け
る
公
的
な
機
関
の
関
与
の
弱
さ
と
い
う
点
か
ら
、
あ
る
い
は
特
に
離
婚
の
合
意
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
国
家
に
よ

る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
甘
さ
と
い
う
点
か
ら
、
な
お
比
較
法
的
に
際
だ
っ
た
世
界
に
類
を
み
な
い
安
易
な
離
婚
制
度
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と

(15) 

は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
の
離
婚
制
度
を
論
じ
る
と
き
に
、
ま
ず
念
頭
に
お
く
べ
き
は
日
本
社
会
の
現
実
に
お
い
て
極
め
て
大
き
な
比
重
を
し
め

る
協
議
離
婚
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
捨
象
し
て
、
裁
判
離
婚
や
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
多
少
外
延
を
広
げ
る
か
た
ち
で
調
停
に
よ
る
離
婚

を
加
え
た
と
こ
ろ
で
、
量
的
把
握
か
ら
は
わ
れ
わ
れ
は
十
分
の
一
程
度
の
も
の
に
つ
い
て
し
か
論
じ
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

(16) 
る
。
ま
た
、
質
的
な
面
か
ら
み
て
も
、
協
議
離
婚
が
日
本
社
会
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
離
婚
観
を
形
成
す
る
上
で
非
常
に
大
き
な
役
割

送
さ
れ
る
。
大
韓
民
国
で
は
、

（
七
―
-
）

相
互
の
合
意
に
の
み
基
づ



取
り
上
げ
る
べ
き
国
と
し
て
は
、
離
婚
の
準
拠
法
の
選
択
に
つ
い
て
民
法
典
三
一

0
条
に
よ
っ
て
一
方
主
義
的
な
方
法
論
を
採
用
し
た

こ
と
に
よ
り
注
目
を
集
め
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
の
法
例
改
正
に
際
し
て
特
に
離
婚
の
準
拠
法
選
択
に
お
い
て
も
採

用
さ
れ
た
「
段
階
的
連
結
」
の
方
法
の
母
法
国
と
も
い
う
べ
き
ド
イ
ツ
、
そ
し
て
長
く
D
o
m
i
c
i
l
e
と
い
う
基
準
を
用
い
た
管
轄
と
準
拠

法
の
一
元
的
な
処
理
を
行
っ
て
き
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

筆
者
の
一
っ
の
仮
説
を
あ
ら
か
じ
め
明
白
に
し
て
お
く
な
ら
ば
、
国
際
離
婚
制
度
の
扱
い
に
お
い
て
、
準
拠
法
選
択
に
関
し
双
方
主
義
と

(17) 

一
方
主
義
の
立
場
の
対
立
が
鮮
明
で
あ
り
現
在
に
お
い
て
も
そ
こ
に
一
方
主
義
的
な
制
度
の
優
位
が
い
ま
だ
に
あ
る
程
度
維
持
さ
れ
て
い

(18) 

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
離
婚
制
度
の
持
つ
特
殊
な
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
私
法
全
体
を
貫
く
方
法
論
に
そ
れ
を
直

接
反
映
さ
せ
る
よ
う
な
明
確
な
傾
向
は
読
み
と
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
理
念

的
な
対
立
よ
り
、
制
度
的
な
構
成
が
担
う
機
能
的
役
割
と
そ
の
現
実
的
な
妥
当
性
を
重
ん
じ
る
方
法
的
多
元
論
の
視
点
か
ら
の
柔
軟
な
分

こ
と
に
し
た
い
。

を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

国
際
離
婚
を
め
ぐ
る
全
体
的
な
問
題
を
比
較
国
際
私
法
的
な
視
野
か
ら
総
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

い
く
つ
か
の
国
を
取
り
上
げ
、
特
に
そ
れ
ぞ
れ
の
法
の
機
能
的
・
構
造
的
な
把
握
に
努
め
る
。
そ
う
し
た
個
別
的
検
討
か
ら
、

可
能
な
限
り
で
一
般
的
考
察
を
導
き
出
す
こ
と
に
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
部
分
で
の
考
察
は
、
あ
く
ま
で
裁
判
離
婚
を
基
本
と
す
る

西
欧
型
の
離
婚
制
度
を
前
提
と
し
た
国
際
離
婚
の
法
制
度
的
把
握
で
あ
る
。
日
本
の
離
婚
制
度
と
の
理
論
的
な
接
合
は
、
第
三
章
で
行
う

各
国
の
国
際
離
婚
法
制
1

比
較
国
際
私
法
の
視
点
か
ら

関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

四
六
〇

（
七
―
二
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

ー
夫
婦
の
双
方
が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
場
合

離
婚
と
別
居
は
次
の
場
合
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。

(22) 

フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一

0
条

(19) 

析
が
、
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
鍵
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
法

四
六

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
離
婚
の
準
拠
法
を
め
ぐ
る
法
選
択
の
方
法
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、
溜
池
良
夫
「
フ
ラ
ン
ス
国
際
私

法
に
お
け
る
離
婚
の
準
拠
法
ー
判
例
の
変
遷
ー
」
同
『
国
際
家
族
法
研
究
』
所
収
(
-
九
八
五
）

お
け
る
双
方
主
義
の
一
っ
の
頂
点
を
な
し
現
在
の
わ
が
法
例
一
六
条
に
も
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
の
で
き
る

R
i
v
i
e
r
e
判
決
と
そ
れ
に
続
く
二
判
決
に
い
た
る
ま
で
の
約
七

0
年
に
わ
た
る
判
例
の
変
遷
を
丹
念
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
。

R
i
v
i
e
r
e
判

決
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
L
e
v
a
n
d
o
w
s
k
i
,
T
a
r
w
i
d
両
判
決
の
時
点
の
法
状
況
と
し
て
は
、
夫
婦
に
共
通
本
国
が
あ
る
場
合
は
そ
の
法
に
よ

り
、
そ
れ
が
な
く
共
通
住
所
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
法
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
何
れ
も
が
な
い
場
合
に
は
、
法
廷
地
法
す
な

(20) 

わ
ち
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
る
こ
と
が
破
棄
院
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
後
の
、
あ
る
意
味
で
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
る
と
も
い
え
る
民
法
三
一

0
条
に
お
け
る
一
方
主
義
の
要
素
を
強
く

(21) 

も
っ
た
離
婚
の
準
拠
法
選
択
に
つ
い
て
概
観
を
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
九
七
五
年
の
七
月
―
一
日
に
改
正
さ
れ
た
民
法
三
一

0
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

法
選
択
に
つ
い
て

第
一
部

（
七
一
三
）

―
二
三
頁
以
下
が
、

フ
ラ
ン
ス
に



過
程
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

〔
立
法
〕
管
轄
を
認
め
な
い
が
、

（
七
一
四
）

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が
離
婚
ま
た
は
別
居
の
管
轄
を
有
す
る

こ
の
条
文
は
、

Batiffol
e
t
 L
a
g
a
r
d
e
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
条
文
は
、
何
よ
り
、
意
図
的
な
一
方
主
義
の
性
格
に
よ
り
不
意
を
つ
く
も
の
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
か
つ
て
民
法
三
条
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
り
、
双
方
化
の
不
可
能
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

定
す
る
こ
と
に
の
み
専
念
し
て
い
る
。
属
人
法
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
優
れ
て
双
方
的
規
定
の
分
野
で
あ
り
、

う
に
し
て
婚
姻
や
特
に
婚
姻
の
効
力
に
お
け
る
双
方
的
規
定
と
、
連
結
の
違
う
離
婚
に
お
け
る
一
方
的
規
定
と
が
共
存
で
き
る
の
か

(23) 

不
明
で
あ
る
。
」

そ
れ
で
は
、
伝
統
的
な
双
方
的
抵
触
規
定
と
民
法
典
三
一

0
条
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
適
用
の
具
体
的
な

以
下
に
お
い
て
、

M
a
y
e
r
に
よ
る
分
析
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
裁
判
官
は
最
初
に
、
夫
婦

の
共
通
本
国
か
共
通
の
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ど
ち
ら
か
が
あ
れ
ば
、
三
一

0
条

(24) 

に
し
た
が
い
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
夫
婦
の
双
方
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
な
く
共
通
の
住
所
を
フ
ラ
ン
ス
に
有

(25) 

し
な
い
場
合
に
は
、
何
れ
か
の
外
国
法
が
そ
の
離
婚
に
つ
い
て
適
用
を
欲
し
て
い
る
か
否
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ

の
外
国
の
抵
触
規
範
が
自
国
の
法
を
準
拠
法
と
し
て
指
定
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
作
業
は
困
難
が

伴
う
。
ま
ず
、
総
て
の
適
用
を
欲
す
る
可
能
性
の
あ
る
国
の
法
律
を
先
験
的
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
と
し

場
合

ー
ぃ
か
な
る
外
国
法
も
自
ら
の

ー
夫
婦
が
、
各
々
、

関
法

フ
ラ
ン
ス
の
領
域
に
住
所
を
有
す
る
場
合

四
六

フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
範
囲
を
決

つ
い
に
は
、
ど
の
よ



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

は
、
強
力
に
こ
の
一
方
主
義
を
擁
護
し
て
い
る
。

四
六

(26) 

て
は
、
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
、
最
後
の
共
通
本
国
法
、
最
後
の
共
通
住
所
地
法
、
婚
姻
挙
行
地
法
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
の
抵
触
法
が
探
求
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
制
定
法
や
判
例
法
か
ら
明
確
に
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

(27) 

と
さ
れ
る
。
最
後
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
証
拠
が
裁
判
官
に
示
さ
れ
そ
の
解
釈
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
こ
の
点
に
関

•(28) 

し
て
は
、
外
国
法
の
証
明
を
め
ぐ
る
判
例
に
変
遷
が
あ
り
現
在
の
状
況
は
単
純
に
は
説
明
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
外
国
の
抵
触
法
が
反
致
を
認

(29)

（

30) 

め
て
自
国
法
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
Battifol
et L
a
g
a
r
d
e
は
当
該
外
国
法
の
適
用
を
肯
定
す
る
が
M
a
y
e
r
は
、
反
対
す
る
。
）

そ
の
結
果
、

―
つ
の
外
国
法
の
み
が
適
用
を
欲
す
る
場
合
は
そ
れ
を
適
用
す
れ
ば
よ
い
が
、
複
数
の
国
の
法
が
適
用
を
欲
す
る
場
合
は

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
民
法
典
三
一

0
条
は
沈
黙
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

応
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
連
結
が
二
つ
以
上
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
、
三
一

0
条
を
双
方
化
し
た
共
通
本
国
も
共
通
住
所
地
も
存

在
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
過
去
の
判
例
法
に
回
帰
し
て
、
法
廷
地
法
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用
す
る
し
か

(31) 

な
い
で
あ
ろ
う
と
M
a
y
e
r
は
指
摘
す
る
。

こ
う
し
た
一
方
的
抵
触
規
定
を
採
用
し
た
目
的
に
つ
い
て
、
離
婚
に
つ
い
て
の
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
法
の
恩
恵
を
フ
ラ
ン
ス
人
だ
け
で
な

(32) 

く
フ
ラ
ン
ス
で
生
活
す
る
外
国
人
に
も
享
受
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、

L
a
g
a
r
d
e

(33) 

や
F
r
a
n
c
e
s
c
a
k
i
s
達
の
双
方
主
義
の
立
場
か
ら
の
反
論
も
強
く
、
双
方
的
規
定
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ

ラ
ン
ス
人
同
士
の
夫
婦
の
離
婚
の
場
合
だ
け
で
な
く
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
す
る
す
べ
て
の
外
国
人
夫
婦
の
離
婚
の
場
合
に
、
仮
に
彼
ら
に
フ

ラ
ン
ス
以
外
の
共
通
本
国
が
あ
っ
た
と
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用
す
べ
き
と
す
る
法
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、

F
o
y
e
r

「
一
方
主
義
は
恥
じ
る
べ
き
方
法
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
民
法
典
の
方
法
で
も
あ
り
、
外
国
の
学
説
に
お
い
て
も
支
持
を
回
復
し

（
七
一
五
）

ど
う
で
あ
ろ
う
か
？

一
方
的
抵
触
規
定
を
双
方
化
し
て
も
対



第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

一
方
主
義
の
採
用
に
は
、
裁
判
官
の
外
国
法
適
用
の
負
担
を

て
き
て
い
る
。
中
傷
者
た
ち
が
一
方
主
義
に
負
わ
せ
る
困
難
の
発
生
ど
こ
ろ
か
、

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
構
成
と
し
て
唯
一
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考
え
が
復
興
す
れ
ば
、
き
っ
と
将
来
の
立
法
の
原
則
と
な
る

(34) 

に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

そ
し
て
、
と
く
に
一
方
主
義
の
欠
点
と
さ
れ
る
欠
鋏
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

R
i
v
i
e
r
e
判
決
が
そ
れ
を
補
完
す
る
二
判
決
を
必
要
と

し
た
よ
う
に
そ
れ
は
双
方
主
義
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
三
一

0
条
の
適
用
に
関
し
て
は
、
欠
鋏
の
場
合
に
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用

(35) 

す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
適
用
を
欲
す
る
複
数
の
外
国
法
が
現
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
ひ
と
つ
が
フ
ラ
ン
ス

(36) 

法
で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
適
用
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
こ
の
三
一

0
条
に
お
い
て
、

R
i
v
i
e
r
e
判
決
に
お
け
る
「
外
国
人
の
共
通
本
国

法
」
と
い
う
普
遍
的
な
連
結
政
策
は
完
全
に
捨
て
去
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

軽
減
す
る
と
い
う
考
慮
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
三
項
に
見
ら
れ
る
多
く
の
外
国
の
抵
触
法
を
探
求
す
る
こ
と
を
求
め
る
姿
勢
と
必

(37) 

ず
し
も
一
貫
し
な
い
。

M
a
y
e
r
が
こ
う
し
た
連
結
政
策
を
さ
し
て
「
国
際
主
義
的
一
方
主
義
」
と
評
す
る
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
。
他
の
理

由
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
現
在
移
住
し
て
い
る
人
々
が
非
常
に
安
定
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
も
、
三
一

0
条
は
夫
婦
の
一
方
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
フ
ラ
ン
ス
に
共
通
住
所
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
従
来
の
判
例
が
法
廷
地
法
と

し
て
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
関
係
諸
国
の
抵
触
規
定
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
各
国
の
抵
触
法
が
自
国

(38) 

法
主
義
に
傾
け
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
適
用
の
機
会
は
そ
れ
だ
け
減
少
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

(39) 

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
離
婚
事
件
の
管
轄

(40) 

破
棄
院
は
Scheffel
判
決
に
お
い
て
、

Pati
忠
判
決
に
従
っ
て
、
外
国
人
同
士
の
離
婚
に
つ
い
て
「
原
告
で
あ
る
夫
が
、

民
法
典
が
定
義
す
る
住
所

(domicile)

を
有
し
、
し
か
も
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
管
轄
規
則
に
お
い
て
必
須
の
補
充
で
あ
る
民
法
一

0
八

関
法

フ
ラ
ン
ス
に

一
方
主
義
は
お
そ
ら
く
抵
触
法
に
お
い
て
学
問
的

四
六
四
（
七
一
六
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

条
の
文
言
に
お
け
る
妻
の
法
的
な
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)
 

四
六
五

で
も
あ
る
な
ら
ば
」
裁
判
を
す
る
権
限
を
有
す
る
と
判
決
し
た
。
夫
の
住
所

の
裁
判
所
は
、
国
際
的
な
秩
序
に
お
い
て
も
、
事
実
上
同
様
に
離
婚
を
審
理
で
き
る
管
轄
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

(41) 

「
単
に
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
べ
き
手
続
法
た
る
管
轄
の
問
題
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、

国
際
裁
判
管
轄
の
規
則
は
、

フ
ラ
ン
ス
国
内
法
か
ら
借
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
こ
れ
は
「
国
内
規
定
が
国

(42) 

際
的
な
関
係
に
つ
い
て
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
」
こ
と
を
破
棄
院
に
禁
じ
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
し
か
し
、
被
告
の
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

に
管
轄
を
認
め
る
旧
民
訴
法
五
九
条
と
妻
は
当
然
に
夫
の
と
こ
ろ
に
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

を
有
す
る
と
み
な
す
民
法
一
〇

八
条
は
、
極
め
て
不
満
足
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
原
告
で
あ
る
夫
が
、
家
庭
崩
壊
の
原
因
を
作
っ
て
お
き
な
が
ら
、
自
ら
問
題
を

「
国
際
的
」
に
す
る
事
に
よ
り
、
自
分
の
法
廷
で
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
「
原
告
は
被
告
の
裁
判
籍
に
従
う
A
c
t
o
r
s
e
 ,
 

q
u
i
t
u
r
 f
o
r
u
m
 rei
」
の
法
諺
に
反
し
、
他
方
の
配
偶
者
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
行
き
過
ぎ
を
防
ぐ
た
め
、
被
告
た
る
配
偶
者
が

他
方
の
配
偶
者
と
は
独
立
に
評
価
さ
れ
た
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

を
フ
ラ
ン
ス
に
有
す
る
か
、
最
後
の
共
通
の
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

を
フ
ラ

ン
ス
に
有
す
る
と
き
に
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
よ
う
と
い
う
提
案
が
、

F
r
a
n
c
e
s
c
a
k
i
s
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
当
時
の
判
例
の
受
け
入

民
事
訴
訟
法
一
〇
七

0
条
の
改
正
に
よ
り
、
国
内
の
管
轄
規
定
に
段
階
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
ず
最
初
に
家
族
の
共
通
の
住
所
、
そ
れ
が

な
い
場
合
は
未
成
年
の
子
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
配
偶
者
の
住
所
、
そ
れ
も
な
い
場
合
は
被
告
で
あ
る
配
偶
者
の
住
所
、
で
あ
る
。
こ
の

条
項
は
「
フ
ラ
ン
ス
司
法
の
善
良
な
る
連
営
の
配
慮
」
に
本
質
的
に
着
想
を
得
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
か
な
り
の
数
の
学
者
に
よ
り
、
こ

の
規
定
を
国
際
的
な
場
面
に
移
す
場
合
に
は
こ
れ
を
段
階
的
な
も
の
で
な
く
選
択
的
な
管
轄
項
目
へ
と
変
更
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
が

(43) 

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
子
供
の
世
話
を
見
て
い
る
配
偶
者
は
フ
ラ
ン
ス
以
外
に
住
ん
で
い
る
と
き
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
の

（
七
一
七
）



裁
判
所
に
、

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

（
七
一
八
）

フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
る
も
う
一
方
の
配
偶
者
を
訴
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
際
的
場
面
に
つ
い
て
の

所
に
訴
え
た
事
例
に
お
い
て
、

一
九
八
一
年
の
判
決
に
お
い
て
、
破
棄
院
は
、
別
居
し
て
子
供
と
母
国
で
暮
ら
し
て
い
る
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
人
が
、
イ
ギ
リ
ス
国
籍
で
夫
婦
の
最
後
の
共
通
住
所
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
る
他
方
の
配
偶
者
を
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判

(44) 

フ
ラ
ン
ス
の
管
轄
権
を
否
定
し
た
。
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
と

く
に
扶
養
に
関
し
て
は
、
被
告
の
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

に
お
い
て
な
さ
れ
た
判
決
に
し
か
実
効
性
が
十
分
に
保
証
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
被
告
の
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

の
管
轄
を
否
定
す
る
こ
と
は
、

e
x
e
q
u
a
t
u
r
の
手
続
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、

a
c
t
o
r
s
e
q
u
i
t
u
r
の
規
則
し
か
知
ら
な
い
よ
う
な
外
国
の
裁
判
所
が
そ
の
離
婚
を
扱
う
こ
と
を
拒
絶
す
る

場
合
を
想
定
す
れ
ば
、
原
告
に
は
「
裁
判
拒
否
d
e
n
i
d
e
 j
u
s
t
i
c
e
」
を
援
用
す
る
以
外
に
残
さ
れ
た
道
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
外
国
人
間
の
訴
訟
に
つ
い
て
の
無
管
轄
原
則
が
捨
て
ら
れ
て
以
来
忘
れ
ら
れ
て
い
た
微
妙
な
管
轄
項
目
の
複
活
を
考
え
る
ぐ
ら
い
な
ら
、

(45) 

選
択
的
な
管
轄
と
す
る
こ
と
に
よ
り
国
際
的
場
面
へ
の
適
応
を
行
う
方
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
A
n
c
e
l
"
 Le
q
u
e
t
t
e
は
指
摘
す
る
。

し
か
し
一
方
で
、
子
供
と
暮
ら
す
配
偶
者
の
住
所
地
の
裁
判
所
の
管
轄
は
、
家
族
の
重
心
と
い
う
も
の
を
考
慮
す
る
と
き
、
強
い
説
得

力
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
議
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
九
八
四
年
―
二
月
に
、

(46) 

条
約
一
五
条
の
留
保
を
撤
回
し
た
こ
と
に
よ
り
特
に
力
づ
け
ら
れ
た
。
今
後
、
こ
の
問
題
は
管
轄
権
と
法
選
択
、
そ
し
て
子
供
が
締
約
国

に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
は
同
条
約
一
三
条
が
予
定
す
る
制
度
の
も
と
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
国
際
的
場
面
に
お

い
て
は
、
離
婚
に
つ
い
て
の
裁
判
官
が
、
子
の
監
護
の
問
題
を
も
審
理
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
の
は
、
そ
の
裁
判
官
が
子
の
常
居
所
又
は

国
籍
国
の
裁
判
官
で
も
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
は
、
新
民
訴
法
一
〇
七

0
条
の
段
階
的
な
管
轄
規

定
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
国
際
的
場
面
で
も
ハ
ー
グ
条
約
と
の
関
係
で
整
合
的
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

適
応
策
は
破
棄
院
に
よ
り
拒
絶
さ
れ
た
。

関
法

一
九
六
一
年
の
未
成
年
者
の
保
護
に
関
す
る
ハ
ー
グ

四
六
六



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

婚
姻
中
最
後
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
た
国
の
法
、
補
助
的
に

夫
婦
の
双
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
、
又
は
、

た
国
の
法
、
さ
も
な
け
れ
ば
、

m
婚
姻
の
一
般
的
効
力
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
に
服
す
る
。

(2) 
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
の
離
婚
に
つ
い
て
の
法
選
択
規
則
は
、
わ
が
法
例
一
六
条
ほ
ど
単
純
な
ル
ー
ル
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法

の
第
一
七
条
と
そ
れ
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
一
四
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
十
七
条

離
婚
は
、
離
婚
訴
訟
の
係
属
の
開
始
の
当
時
に
お
い
て
婚
姻
の
一
般
的
効
力
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
法
に
服
す
る
。
婚
姻
が
同

法
に
従
え
ば
離
婚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
離
婚
を
求
め
て
い
る
配
偶
者
が
そ
の
時
点
に
お
い
て
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
か
、

又
は
、
婚
姻
締
結
の
際
に
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
と
き
、
離
婚
は
ド
イ
ツ
法
に
服
す
る
。

婚
姻
は
内
国
に
お
い
て
は
裁
判
所
を
通
じ
て
の
み
離
婚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
十
四
条

婚
姻
の
一
般
的
効
力

四
六
七

夫
婦
の
双
方
が
属
す
る
国
の
法
、
ま
た
は
、
夫
婦
の
一
方
が
な
お
属
す
る
と
き
は
、
夫
婦
の
双
方
が
婚
姻
中
最
後
に
属
し

(1) 法
選
択
に
つ
い
て

(47) 

第
二
部
ド
イ
ツ

離
婚

（
七
一
九
）

一
方
が
な
お
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
と
き
は
、
夫
婦
の
双
方
が



夫
婦
の
一
方
が
複
数
の
国
に
属
す
る
と
き
は
、
他
方
も
そ
れ
ら
の
国
の
一
っ
に
属
す
る
場
合
、
夫
婦
は
、
第
五
条
第
一
項
に
関

第
一
項
第
一
号
の
要
件
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
、
夫
婦
は
そ
の
一
方
が
属
す
る
国
の
法
を
選
択
す
る

夫
婦
の
何
れ
も
が
、
夫
婦
の
双
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
に
属
し
な
い
と
き
、
ま
た
は

法
選
択
は
公
正
証
書
に
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
内
国
に
お
い
て
行
わ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
れ
が
選
択
さ
れ
た

法
ま
た
は
法
選
択
地
の
婚
姻
契
約
の
方
式
要
件
に
適
合
す
る
と
き
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

こ
の
一
七
条
に
お
い
て
は
、
わ
が
法
例
一
六
条
に
比
較
し
て
当
事
者
の
本
国
法
が
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、

夫
婦
の
現
在
の
共
通
本
国
法
だ
け
で
は
な
く
、
夫
婦
の
か
つ
て
の
共
通
本
国
法
も
考
慮
さ
れ
て
お
り
、

方
が
重
国
籍
の
場
合
で
そ
れ
が
他
方
の
国
籍
の
一
っ
と
一
致
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
、
国
際
離
婚
の
場
合
に
段
階
的
連
結
の
第
一
番
目
に
来
る
の
が
「
共
通
本
国
法
」
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
、

双
方
の
当
事
者
に
つ
い
て
法
例
二
八
条
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
国
に
絞
り
込
ん
だ
上
で
そ
れ
が
一
致
す
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る

(48) 

と
す
る
制
限
的
な
解
釈
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
立
場
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
わ
が
国
で
判
例
に
関
し
て
議
論
の
あ

(4) (3) 

夫
婦
が
共
通
国
籍
を
取
得
す
る
と
き
、
法
選
択
は
終
了
す
る
。

夫
婦
が
同
一
国
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
な
い
と
き

）
と
が
で
き
る
。

わ
ら
ず
、
同
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2) 

関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

夫
婦
が
と
も
に
別
の
方
法
で
最
も
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
国
の
法

一
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
夫
婦
の

四
六
八

（
七
二

0
)



(1) 

国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

婚
姻
の
両
当
事
者
が
そ
の
通
常
の
常
居
所
を
内
国
に
有
す
る
と
き
。

(53) 

第
六

0
六

a
条
国
際
裁
判
管
轄

ド
イ
ツ
に
お
け
る
離
婚
の
国
際
裁
判
管
轄

四
六
九

る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
共
通
本
国
と
な
る
夫
婦
の
場
合
に
は
、
夫
婦
が
共
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
―
つ
の
州
が
確
定
で
き
な
く
と
も
、

(49) 

結
局
は
夫
又
は
妻
の

D
o
m
i
c
i
l
e
の
あ
る
州
法
に
よ
る
「
隠
れ
た
反
致
」
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
ド
イ
ツ
法
を
適
用
し
て
解
決
す
る
こ
と

(50) 

に
な
る
よ
う
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
わ
が
国
の
判
例
に
お
け
る
扱
い
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も
、
ド
イ
ツ
は
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
に
つ
い
て
長
い
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
家
族
で
定
住
し
て
い
る
も
の
も

(51) 

多
い
。
西
独
地
区
に
お
い
て
一
九
九
一
年
九
月
三

0
日
現
在
の
外
国
人
総
数
は
約
五
八
八
万
人
で
あ
り
、
東
独
地
区
で
は
約
―
二
万
人
で

(52) 

あ
る
と
さ
れ
る
。
共
通
本
国
法
が
連
結
点
と
し
て
担
う
社
会
的
な
役
割
の
極
め
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
状

況
と
現
在
の
日
本
社
会
と
の
大
き
な
差
を
無
視
し
て
、
「
ケ
ー
ゲ
ル
の
梯
子
」
を
形
式
的
に
、
し
か
も
簡
略
化
し
て
採
用
す
る
と
い
う
立

法
姿
勢
を
、
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
理
解
す
れ
ば
正
確
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
離
婚
の
法
選
択
問
題
は
、
国
際
裁
判
管
轄
の
問
題
と
の
関
連
を
も
視
野
に
入
れ
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
六

0
六

a
条
一
項
一
文
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

婚
姻
事
件
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
家
庭
裁
判
所
は
、
以
下
の
場
合
に
管
轄
を
有
す
る
。

夫
婦
の
一
方
が
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
と
き
、
又
は
婚
姻
成
立
の
時
に
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
し
て
い
た
と
き
。

夫
婦
の
一
方
が
常
居
所
を
内
国
に
有
す
る
無
国
籍
者
で
あ
る
と
き
。

（
七
ニ
―
)



国
の
法
に
よ
り
承
認
さ
れ
な
い
と
き
を
除
く
。
こ
の
管
轄
は
専
属
管
轄
で
は
な
い
。

第
一
項
一
文
四
号
及
び
裁
判
が
夫
婦
の
本
国
法
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
場
合
の
第
一
号
な
い
し
第
三
号
は
、
外
国
判
決
の
承
認
を

こ
れ
ら
の
要
件
は
口
頭
弁
論
終
結
時
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
。
（
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
ド
イ
ツ
人
と
は
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す

(54) 

る
も
の
だ
け
で
な
く
基
本
法
―
―
六
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
も
含
む
。
）
夫
婦
の
双
方
が
外
国
人
の
場
合
で
そ
の
一
方
の
み

が
ド
イ
ツ
に
常
居
所
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
判
決
の
承
認
予
測
が
管
轄
の
判
断
に
入
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
当
事

(55) 

者
の
本
国
に
本
来
の
管
轄
が
あ
る
と
す
る
考
え
を
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う

本
国
法
と
常
居
所
地
法
の
ど
ち
ら
が
、
国
際
的
な
夫
婦
に
よ
り
密
接
に
関
係
し
て
い
る
か
の
判
断
は
、
本
来
は
一
律
に
決
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

従
っ
て
密
接
関
係
法
を
指
定
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
る
他
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
法
例
一
六
条
が
、
日
本

(56) 

社
会
で
は
む
し
ろ
例
外
的
な
場
合
に
属
す
る
共
通
本
国
法
を
有
す
る
国
際
結
婚
の
カ
ッ
プ
ル
が
離
婚
す
る
場
合
に
備
え
て
、
第
一
順
位
の

連
結
点
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
ま
だ
ド
イ
ツ
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
比
較
し
て
外
国
人
労
働
者
の
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
夫
婦
で

(57) 

定
住
す
る
と
い
っ
た
状
況
が
十
分
に
進
展
し
て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
属
人
法
決
定
の
基
準
と
し
て
重
要
な
地
位
を
し
め
て

き
た
本
国
法
主
義
に
対
し
て
の
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
意
味
合
い
以
外
の
具
体
的
意
義
を
何
か
持
ち
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

に
お
い
て
本
国
法
主
義
を
重
要
な
原
則
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
四
条
一
項
一
文
、

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(2) 

四
関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

夫
婦
の
一
方
が
そ
の
常
居
所
を
内
国
に
有
す
る
場
合
。
た
だ
し
、
な
さ
れ
る
べ
き
裁
判
が
明
白
に
夫
婦
の
一
方
の
属
す
る

つ
ま
り
、
離
婚
の
準
拠
法
選
択
に
関
し
て
ル
ー
ル
化
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
類
型
毎
の
蓋
然
性
に

四
七
〇

（
七
二
二
）

二
項
と

日
本



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

こ
の
立
場
は
、

法
律
が
栽
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
た
。

コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
け
る
対
応

四
七 (58) 

同
じ
程
度
の
本
国
法
適
用
に
対
し
て
の
実
質
的
な
配
慮
を
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

さ
ら
に
、
民
法
施
行
法
一
七
条
二
項
は
本
稿
の
立
場
か
ら
極
め
て
注
目
に
値
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
離

婚
は
す
べ
て
裁
判
官
の
面
前
で
し
か
な
さ
れ
得
な
い
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
一
五
六
四
条
一
文
は
、
離
婚
が
裁
判
に
よ
る

こ
と
を
定
め
る
が
、
こ
れ
は
手
続
き
規
定
で
も
あ
る
た
め
「
手
続
き
は
法
廷
地
法
に
よ
る
」
の
原
則
に
従
い
、
渉
外
的
離
婚
の
場
合
に
も

(59) 

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
で
は
裁
判
所
で
行
わ
れ
な
い
離
婚
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
無
効

(60) 

と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
協
議
離
婚
の
扱
い
と
は
鋭
く
対
立
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
離
婚
観
が
前
面
に

表
れ
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
離
婚
の
自
由
化
に
向
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
き
を
評
価
す
る
に

(61) 

際
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
厳
格
な
キ
リ
ス
ト
教
的
婚
姻
観
の
大
枠
の
内
部
に
お
け
る
動
揺
と
捕
ら
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
が
、

今
日
で
も
、
極
東
の
一
国
と
し
て
の
特
殊
性
に
立
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
婚
姻
観
及
び
離
婚
観
を
基
礎
と
し
た
社
会

第
三
部

的
・
法
的
基
盤
の
上
に
明
確
に
の
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
わ
れ
わ
れ
は
常
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(62) 

連
合
王
国
及
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
国

百
年
前
ま
で
、
状
況
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
っ
た
。
離
婚
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
が
ら
は
、

D
o
m
i
c
i
l
e
の
確
定
に
尽
き
て
お
り
、
そ

(63) 

れ
も
夫
の

D
o
m
i
c
i
l
e
が
問
題
の
中
心
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
女
性
は
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
と
同
じ

D
o
m
i
c
i
l
e
を
持
つ
も
の

(64) 

と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
共
通
の

D
o
m
i
c
i
l
e
の
法
が
、
離
婚
の
許
容
に
つ
い
て
の
管
轄
権
の
有
無
を
判
断
し
、
そ
の

(65) 

一
八
九
五
年
に
確
立
さ
れ
た
。
こ
れ
を
明
確
に
し
た
の
は
、

P
r
i
v
y
C
o
u
n
c
i
一の

W
i
l
s
o
n
判
決
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ

（
七
二
三
）



り
、
夫
が
プ
リ
テ
ン
島
の
ど
こ
に
も
D
o
m
i
c
i
l
e
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
、
離
婚
裁
判
所
に
対
す
る
妻
の
申
立

(petition)

が
認
め
ら
れ

で
、
同
様
の
立
法
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の

D
o
m
i
c
i
l
e
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
立
法
が
一
八
九
八
年
に
作
ら
れ

妻
は
遺
棄
さ
れ
た
場
合
、

(69) 
た
。
一
九
三

0
年
に
は
、
妻
は
三
年
間
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
住
ん
で
い
れ
ば
離
婚
の
た
め
の

D
o
m
i
c
i
l
e
を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
と

(70) 

さ
れ
た
。
同
じ
く
一
九
三

0
年
に
カ
ナ
ダ
で
は
、
二
年
間
夫
と
別
居
し
て
い
る
遺
棄
さ
れ
た
妻
に
対
し
て
、
遺
棄
の
直
前
の
夫
の

D
o
m
i
,
 

(71) 

cile
の
あ
る
プ
ロ
ビ
ン
ス
の
裁
判
所
に
離
婚
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
立
法
で
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

一
九
四
九
年
に
は
、
手
続
き
開
始
直
前
の
＿
―
-
年
間
、
妻
が
そ
の
管
轄
区
域
の
通
常
の
住
民
あ

妻
か
ら
の
離
婚
の
訴
え
が
封
じ
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、

制
定
法
に
よ
る
限
定
的
な
介
入

関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

の
判
決
に
お
い
て
、
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
跛
行
婚
を
防
止
す
る
と
と
も
に
離
婚
判
決
の
国
際
的
な
承
認
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
三
七
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

（
七
二
四
）

D
o
m
i
c
i
l
e
の
最
優
先
が
、
夫
婦
の

D
o
m
i
c
i
l
e
は
同
一
で
あ
る
と
の
原
則
と
結
び
つ
く
と
き
、
不
正
義
が
生
じ
る
場
面
が
明
確
に
な
る
。

(66) 

カ
ナ
ダ
か
ら
の

P
r
i
v
y
C
o
u
n
c
i
l

へ
の
上
告
で
あ
る

A
t
t
o
r
n
e
y
,
 Ge
n
e
r
a
l
 for 
A
l
b
e
r
t
a
 v. 
C
o
o
k
の
事
件
に
お
い
て
は
、
す
で
に
別
居
の

判
決
に
よ
り
妻
は
夫
と
は
別
れ
て
A
l
b
e
r
t
a
に
住
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
の

D
o
m
i
c
i
l
e
は
O
n
t
a
r
i0

に
あ
る
と
し
て

A
l
b
e
r
t
a

の
裁
判
所
に
は
裁
判
管
轄
が
な
い
た
め
離
婚
訴
訟
を
そ
こ
で
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
一
九
世
紀
か
ら
遺
棄
に
よ
る
離
婚
の
訴
え
が
妻
か
ら
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
訴
訟
時
で
は
な
く
夫
が
妻
を
遺

(67) 

棄
し
た
時
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に

D
o
m
i
c
i
l
e
を
有
す
れ
ば
管
轄
を
認
め
る
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
以
後
、
不
貞
の

(68) 

ケ
ー
ス
な
ど
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
九
世
紀
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
立
法
的
対
応
が
な
さ
れ
て
き
た
。

四
七



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

ス
の
確
保
が
強
調
さ
れ
て
く
る
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。

貫
く
単
一
の
単
純
な
規
則
は
消
滅
し
た
と
評
せ
よ
う
。

(72)

（

73) 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
同
様
の
立
法
が
一
九
五
九
年
に
な
さ
れ
た
。

一
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
管
轄
上
の

こ
れ
ら
の
立
法
の
共
通
性
は
、

D
o
m
i
c
i
l
e
を
基
礎
と
す
る
裁
判
管
轄
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
維
持
し
た
上
で
、
そ
の
ル
ー
ル
が
妻
に
対

し
て
も
た
ら
す
過
酷
さ
を
同
じ
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
な
り
の
程
度
緩
和
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
二

0

年
程
の
間
に
よ
り
根
本
的
な
変
革
が
起
こ
っ
て
お
り
、

い
く
つ
か
の
国
で
は
、
妻
の
婚
姻
住
所
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
放
棄
さ
れ
る
に

い
た
っ
て
い
る
。
離
婚
訴
訟
に
お
い
て
、

D
o
m
i
c
i
l
e
の
果
た
す
役
割
が
縮
減
ま
た
は
時
に
は
廃
止
さ
れ
て
、
今
日
で
は
英
米
法
系
全
体
を

新
た
な
立
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ

コ
モ
ン
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
中
で
も
、
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
区
々
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
考
察
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
た
だ
、
共
通

し
て
見
ら
れ
る
傾
向
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
が
、
離
婚
の
国
際
的
承
認
の
保
証
に
つ
い
て
よ
り
も
、
具
体
的
な
事
件
が
適
切
な
裁
判
所
に
ア

(74) 

ク
セ
ス
で
き
る
可
能
性
の
確
保
に
つ
い
て
の
配
慮
に
、
よ
り
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
N
o
r
t
h
は
指
摘
す
る
。
ま
た
、
各

国
の
実
質
法
に
お
け
る
離
婚
の
緩
和
、
す
な
わ
ち
合
意
に
よ
る
離
婚
を
認
め
る
方
向
が
強
く
な
る
に
つ
れ
、
裁
判
所
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
古
い
解
決
と
新
し
い
解
決
が
混
在
し
て
い
る
。

離
婚
の
申
立

(
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)

は
両
当
事
者
に
よ
っ
て
も
、

一
九
八

0
年
の
F
a
m
i
l
y
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
 A
c
t
に
お
い
て
は
、

(75) 

一
方
の
配
偶
者
の
み
に
よ
っ
て
も
で
き
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
実
質
法

に
お
け
る
唯
一
の
離
婚
原
因
は
、
二
年
間
の
別
居
で
あ
る
。
管
轄
は
、
し
か
し
、
申
立

(
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)

と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
い
る
。

共
同
の
申
立
の
場
合
は
明
ら
か
に
合
意
が
黙
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
双
方
が
合
意
し
て
い
る
以
上
、

結
び
つ
き
は
要
求
さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
合
意
管
轄
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
夫
婦
の
共
同
の
申
立
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
ニ
ュ
ー

四
七
三

（
七
二
五
）



第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
結
び
つ
き
の
弱
い
事
案
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
心
配
は
ま
ず
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
方
配
偶
者
に
よ
る
申
立
の
場
合
は
、

(76) 

少
な
く
と
も
ど
ち
ら
か
の
配
偶
者
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
D
o
m
i
c
i
l
e
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

他
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
国
に
お
け
る
離
婚
の
裁
判
管
轄
の
ル
ー
ル
を
改
革
す
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と

は
か
な
り
異
な
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
管
轄
原
因
の
拡
大
と
い
う
方
法
を
と
る
。
連
合
王
国
に
お
い
て
は
、

L
a
w
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
の一

九
七
二
年
の
報
告
書
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
、

D
o
m
i
c
i
l
e
a
n
d
 M
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
 P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
 A
c
t
 1
9
7
3

の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
妻
の
婚

姻
住
所
と
し
て
の

D
o
m
i
c
i
l
e
へ
の
全
面
的
な
依
拠
は
廃
止
さ
れ
、
手
続
き
開
始
日
に
お
け
る
い
ず
れ
か
の
配
偶
者
の

D
o
m
i
c
i
l
e
か
、
あ

(77) 

る
い
は
手
続
き
開
始
日
に
先
立
つ
一
年
間
そ
こ
に
常
居
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
管
轄
の
基
礎
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(78) 

こ
う
し
た
改
正
の
理
由
と
し
て
は
、
国
際
的
な
離
婚
に
つ
い
て
の
問
題
処
理
が
増
加
し
た
こ
と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。

L
a
w
C
o
m
m
i
s
 ,
 

(79) 

sion
も
こ
の
点
に
関
し
て
、
外
国
人
労
働
者
や
移
民
の
急
増
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

D
o
m
i
c
i
l
e
が
あ
ま
り
に
精
緻
で
技
術
的
な
概

念
に
な
り
過
ぎ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

D
o
m
i
c
i
l
e
の
み
を
基
準
に
す
れ
ば
法
廷
地
に
管
轄
を
認
め
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
な
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
人
々
に
さ
え
管
轄
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
多
く
、
十
分
な
対
応
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
自
制
的
な
管
轄
と
そ
の
範
囲
で
の
自
国
法
の
適
用
に
よ
っ
て
実
現
し
て
き
た
国
際
的
秩
序
や
コ
ミ
テ
ィ

(80) 

の
重
視
よ
り
も
、
当
事
者
の
利
益
の
重
視
に
広
い
意
味
で
重
点
が
移
っ
て
き
た
と

N
o
r
t
h
は
指
摘
す
る
。
こ
の
点
は
、

L
a
w
C
o
m
m
i
s
 ,
 

sion
の
報
告
書
に
お
け
る
以
下
の
著
述
に
も
明
か
で
あ
る
。

「
当
事
者
の
利
益
を
考
え
る
と
き
、
素
人
の
言
葉
で
言
え
ば
、
彼
が
そ
こ
に
所
属
し
て
い
る

(belongs)

と
き
に
わ
れ
わ
れ
の

裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
期
待
す
る
で
あ
ろ
う
。
『
所
属
B
e
l
o
n
g
i
n
g』
は
、
二
つ
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
多
く
の
人
々
が
、
ほ
と
ん
ど
永
久
的
に
外
国
に
住
ん
で
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
民
で
あ
る
と
か
D
o
m
i
c
i
l
e
を
有
し
て
い
る

関
法

四
七
四
（
七
二
六
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

く
、
国
家
の
利
益
と
、
純
粋
に
『
こ
こ
に
所
属
す
る
』
人
々
に
適
合
す
る
よ
う
な
管
轄
の
基
礎
を
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

補
助
的
で
は
あ
る
が
重
要
な
仕
事
は
、
管
轄
の
基
礎
は
、
わ
れ
わ
れ
の
判
決
が
外
国
で
承
認
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保

(81) 

証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

一
九
七
三
年
法
は
常
居
所
の
概
念
を
連
結
点
と
し
て
導
入
し
た
。
連
合
王
国
で
は
、
常
居
所
は
表
向
き
は
D
o
m
i
c
i
l
e
の
ル
ー
ル
の
補

助
と
し
て
用
い
て
い
る
と
一
般
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
無
期
限
に
住
む
こ
と
を
決
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
一
定
期
間
そ
こ
で

生
活
し
た
人
々
に
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
許
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
証
明
が
容
易
な
た
め
常
居
所
が
主
た
る
ル
ー
ル

と
な
っ
て
お
り
、
逆
に
、

D
o
m
i
c
i
l
e
に
つ
い
て
の
法
律
を
残
し
て
お
く
こ
と
の
意
義
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

外
国
に
住
ん
で
は
い
る
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
強
い
絆
を
持
ち
続
け
て
い
る
少
数
で
は
あ
る
が
重
要
な
範
疇
の
人
々
に
酷
な
も
の
に
な
る
で

(82) 

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
外
交
官
な
ど
の
公
務
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
た
め
に
長
く
海
外
で
過
ご
し
た
人
に
、
婚
姻
に
関
す
る
訴
え
を

(83) 

彼
ら
が
「
所
属
し
て
い
る
」
と
考
え
る
国
の
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
な
い
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

D
o
m
i
c
i
l
e

は
国
籍
に
非
常
に
近
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
国
籍
自
体
に
基
づ
く
管
轄
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
否
定

(84) 

さ
れ
て
い
る
。
連
合
王
国
の
国
籍
を
連
結
点
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
へ
の
最
も
強
力
な
反
対
論
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
籍
と
か
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
国
籍
と
か
い
っ
た
も
の
が
実
際
上
観
念
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
い
く
つ
か
の
法
域
を
も
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た

離
婚
法
を
有
す
る
国
家
に
お
い
て
、
連
合
王
国
国
籍
と
い
う
基
準
で
は
国
民
を
ど
れ
か
の
法
域
に
効
果
的
に
配
分
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

事
は
、
し
た
が
っ
て
、

四
七
五

と
か
い
っ
た
理
由
で
彼
ら
自
身
を
こ
こ
に
所
属
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
反
対
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

D
o
m
i
c
i
l
e
や
連

合
王
国
の
国
籍
は
得
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
居
住
の
ゆ
え
に
こ
こ
に
所
属
す
る
多
く
の
人
々
が
い
る
。
法
改
正
の
仕

一
時
的
な
滞
在
者
や
『
法
廷
地
漁
り
を
す
る
人
達
』
に
わ
れ
わ
れ
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
許
す
こ
と
な

（
七
二
七
）



(91) 

離
婚
に
関
す
る
法
選
択
と
管
轄
の
問
題
は
、
国
際
私
法
の
中
心
に
位
置
す
る
非
常
に
先
鋭
的
な
問
題
で
あ
る
と
B
o
u
l
a
n
g
e
r
は
評
す
る
。

国
際
的
な
人
の
流
動
化
に
伴
い
、
日
本
に
お
い
て
も
、

こ
う
し
た
問
題
が
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら
に
、

B
o
u
l
a
n
g
e
r
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
際
離
婚
の

法
的
規
律
の
問
題
は
一
面
に
お
い
て
は
個
人
的
な
利
益
を
超
え
た
主
権
の
表
現
の
問
題
で
あ
る
と
も
い
え
、
将
来
の
国
家
構
成
員
に
つ
い

て
の
政
策
的
な
判
断
と
も
深
く
関
わ
る
点
で
各
国
の
移
民
政
策
と
も
深
く
関
連
し
、
国
家
の
根
幹
に
ま
で
か
か
わ
る
重
要
問
題
と
言
え
よ

第

一

節

序

論

(90) 

第
二
章
比
較
法
的
視
点
か
ら
の
概
括
的
考
察

異
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

(85) 

国
際
私
法
に
関
し
て
は
連
結
概
念
と
し
て
機
能
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
連
合
王
国
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
不
統
一
法
国
の
特
殊
性

(86) 

を
考
え
る
と
き
に
、
国
籍
が
連
結
点
と
し
て
使
い
に
く
い
こ
と
を
示
す
非
常
に
説
得
力
の
あ
る
説
明
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
よ
う
に
、
連
邦
国
家
で
は
あ
る
が
統
一
的
な
連
邦
ベ
ー
ス
の
離
婚
法
を
有
す
る
場
合
に
は
事
情
が

一
九
七
五
年
の
家
族
法
に
よ
り
離
婚
の
裁
判
管
轄
原
因
と
し
て
、
ど
ち
ら
か
の
配
偶
者
の

(87) 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
籍
が
、

D
o
m
i
c
i
l
e
や
一
年
間
の
通
常
の
居
住
と
並
ん
で
規
定
さ
れ
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
現
象
が
生
じ
て
い
る
。

(88) 

し
か
し
、
カ
ナ
ダ
の
一
九
八
五
年
離
婚
法
は
、
そ
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
プ
ロ
ビ
ン
ス
に
お
け
る
ど
ち
ら
か
の
配
偶
者
の
一
年
間
の
常

(89) 

居
所
を
管
轄
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
の
離
婚
法
の
特
徴
は
、
非
居
住
者
で
あ
る
配
偶
者
に
、

D
o
m
i
c
i
l
e
や
国
籍
と
い
う
観
点
か
ら
は
カ

ナ
ダ
ヘ
の
「
所
属
」
を
認
め
得
た
と
し
て
も
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
い
っ
さ
い
認
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
ナ

ダ
で
は
、
や
や
異
例
と
い
え
る
が
、

D
o
m
i
c
i
l
e
の
長
所
は
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
居
住
の
ル
ー
ル
が
一
方
的
に
勝
利
し
た
こ
と
に
な
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
と
そ
の
ま
ま
対
置
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、

関
法
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
一
九
世
紀
に
お
け
る
各
国
の
法
的
対
応
は
、
双
方
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
枠
組
の
中
で
う
ま
く
説
明
で
き

な
い
実
に
厄
介
な
現
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
各
国
は
、
裁
判
管
轄
権
と
、
当
該
国
家
の
法
律
の
適
用
範
囲
を
単
に
確
定
す
る

(93) 

だ
け
の
一
方
的
抵
触
規
定
の
設
定
と
の
間
に
並
行
状
態
を
作
り
出
す
傾
向
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
諸
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
本

(94) 

国
法
を
一
般
的
に
適
用
す
る
よ
う
な
双
方
的
規
定
を
作
ろ
う
と
す
る
動
き
は
、
一
九

0
二
年
の
ハ
ー
グ
条
約
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
が
、

(95) 

む
し
ろ
短
期
的
な
し
か
も
失
敗
に
帰
し
た
試
み
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、

所

(
H
o
g
e
R
a
a
d
)

は
、
当
事
者
の
住
所
の
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
法
し
か
適
用
せ
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人
同
士
の
外
国
で
の
離
婚
に
つ
い
て
は
オ

(96) 

ラ
ン
ダ
法
と
同
じ
離
婚
原
因
に
基
づ
く
場
合
に
し
か
そ
れ
を
承
認
し
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
の
支
配
が
長
く
続

い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
離
婚
し
再
婚
し
た
臣
民
が
、
離
婚
を
承
認
さ
れ
ず
、
再
婚
に
よ
り
重
婚
の
罪
に
問
わ

(97) 

れ
て
七
年
間
の
懲
役
に
服
し
た
と
い
う
極
端
な
事
例
も
存
在
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
外
国
の
離
婚
に
関
す
る
法
律
を
、
そ
の
本
来
の
適
用
範
囲
を
超
え
て
適
用
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
と

(98) 

い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
決
し
て
偶
然
で
も
非
常
に
例
外
的
な
現
象
で
も
な
か
っ
た
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
外
国
人
同
士
の
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
す
る
権
利
は
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
に
お
い

て
、
判
例
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
一
四
条
及
び
一
五
条
の
管
轄
原
則
を
拡
大
し
て
一
方
の
当
事
者
が
フ
ラ
ン
ス
国
民
で
あ
る
場
合
に
も
並
行

(99) 

主
義
に
基
づ
く
裁
判
管
轄
を
認
め
て
き
た
。
有
名
な
F
e
r
r
a
r
i
判
決
に
お
い
て
一
方
の
配
偶
者
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
場
合
に
、
フ
ラ
ン

(100) 

ス
人
で
あ
る
こ
と
を
援
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(IOl) 

R
i
v
i
e
r
e
判
決
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
中
立
的
で
超
国
家
的
価
値
に
基
づ
く
連
結
が
採
用
さ
れ
た
の
は
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ

(92) ゜
、つ

（
七
二
九
）

一
九
七

0
年
に
至
る
ま
で
最
高
裁
判
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四
五
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く
の
立
法
や
条
約
、

一
方
当
事
者
が
自
国

一
方
主
義
の
占
め
る
地
位
は
現
在
で
も
決
し
て
軽

（七――
10)
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(102) 

る
。
国
籍
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
統
一
的
な
法
が
な
い
場
合
に
、
こ
の
判
決
は
「
婚
姻
生
活
体
の
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
d
e
 m
e
n
a
g
e
)
」

と
い
う
家
族
に
共
通
の
基
準
を
打
ち
立
て
た
。
こ
の
規
則
は
、
家
族
の
効
力
全
体
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
多

一
九
八
六
年
の
ド
イ
ツ
の
民
法
施
行
法
の
改
正
に
お
け
る
「
ケ
ー
ゲ
ル
の
梯
子
」
な
ど
に
、
こ
の
R
i
v
i
e
r
e
判
決
の

(103) 

影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

一
九
七
五
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一

0
条
の
改
正
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
当
然
疑
問
の
余
地
が

(IOI) 

あ
ろ
う
。
離
婚
が
比
較
法
的
に
一
般
化
す
る
な
か
、
こ
の
よ
う
な
「
国
際
主
義
的
一
方
主
義
」
の
導
入
は
本
当
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ

こ
の
複
雑
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
採
用
に
関
し
て
、
当
時
の
法
務
大
臣
で
あ
っ
た
J
e
a
n
F
o
y
e
r
は
い
く
つ
か
の
目
的
を
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
的
な
場
面
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
離
婚
制
度
の
理
念
を
正
当
な
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の

フ
ラ
ン
ス
に

住
ん
で
い
る
外
国
人
同
士
の
婚
姻
生
活
体
に
お
い
て
、
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
法
に
お
け
る
離
婚
の
禁
止
や
、
そ
れ
と
は
反
対
に
単
意
離
婚
を

認
め
る
イ
ス
ラ
ム
の
離
婚
法
を
公
序
を
用
い
ず
に
排
除
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
の
残
余
部
分
に
お
け
る

過
剰
な
適
用
の
危
険
を
、
反
致
の
回
避
と
、
当
時
の
破
棄
院
の
外
国
法
の
職
権
適
用
拒
否
の
状
況
下
に
お
い
て
、
三
一

0
条
三
項
の
要
求

す
る
「
普
遍
的
消
極
的
証
拠
」
の
希
有
に
よ
り
正
当
化
で
き
る
。

(105) 

そ
の
後
、

R
e
b
o
u
t
h
'
S
c
h
u
l
e
判
決
に
よ
り
、
外
国
法
は
単
な
る
事
実
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
民
法

(106) 

三一

0
条
は
「
度
の
過
ぎ
た
秩
序
を
乱
す
変
化
へ
の
偏
向
」
と
し
て
消
極
的
に
評
価
す
べ
き
も
の
と
断
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
？

点
に
つ
い
て
B
o
u
l
a
n
g
e
r
は
異
な
っ
た
見
解
を
と
る
。
世
界
的
な
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、

視
で
き
な
い
と
い
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
国
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
今
日
で
も
明
ら

か
に
一
方
主
義
に
傾
い
た
国
際
離
婚
法
制
を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ム
圏
の
多
く
の
法
シ
ス
テ
ム
で
は
、

ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、

関
法
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民
で
あ
る
と
き
は
そ
の
国
の
法
を
適
用
す
る
と
い
う
「
虚
偽
の
」
双
方
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
人
条

項
を
含
む
法
例
一
六
条
も
虚
偽
の
双
方
主
義
と
評
さ
れ
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
R
i
v
i
e
r
e
判
決
を
採
用
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
立
法

(101) 

の
中
で
も
、
ベ
ル
ギ
ー
の
一
九
六

0
年
の
法
律
の
よ
う
に
、
国
際
離
婚
の
許
容
性
に
つ
い
て
ベ
ル
ギ
ー
法
の
一
方
的
な
適
用
を
定
め
る
法

律
も
現
れ
て
い
る
。
世
界
的
な
視
野
で
見
れ
ば
、
離
婚
の
法
選
択
に
関
し
て
双
方
主
義
と
一
方
主
義
は
今
日
で
も
対
立
的
関
係
に
留
ま
っ

（隈）

て
お
り
、
優
勢
は
決
し
て
双
方
主
義
に
傾
い
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。

離
婚
事
件
の
直
接
管
轄
を
考
え
る
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
側
面
か
ら
の
検
討
が
少
な
く
と
も
必
要
と
な
る
。

に
自
国
民
に
つ
い
て
し
か
も
居
住
を
要
求
す
る
よ
う
な
狭
い
直
接
管
轄
を
定
め
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、
外
国
で
な
さ
れ
た
離
婚
を
承
認

す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、

四
七
九

あ
ま
り
に
も
軽
い
基
準
で
直
接
管
轄
を
認
め
る
と
、
外
国
で
そ
の
国
の
離
婚
判
決
が
承
認
・
執
行
の
拒
否
の
可
能
性
が
非
常
に
高
ま
る
と

い
え
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、
移
住
離
婚
や
法
廷
地
漁
り
を
促
す
原
因
と
も
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
立
法
管
轄
と
裁
判

(109) 

管
轄
の
結
び
つ
き
は
非
常
に
強
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
離
婚
に
非
常
に
寛
大
な
立
法
は
、
自
国
と
の
不
十
分
な
関
連
し
か
な
い
広
い

管
轄
原
因
に
依
拠
す
る
と
き
は
、
そ
の
法
律
に
よ
る
離
婚
が
他
国
で
認
め
ら
れ
な
い
た
め
十
分
な
効
力
を
発
揮
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
離

婚
に
寛
大
な
ベ
ル
ギ
ー
の
一
九
六

0
年
の
法
律
も
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
一
方
当
事
者
の
国
籍
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
管
轄
の
合
意

(llo) 

を
排
除
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
お
い
て
支
配
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
、
裁
判
管
轄
に
お
け
る
一
方
主
義
的
な
論
理
で
あ
り
、
法
選

択
に
お
け
る
双
方
主
義
的
な
論
理
は
か
な
り
背
後
に
後
退
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
国
と
十
分
な
関
連
を
持
つ
狭
い
管
轄
を

第
二
節
裁
判
管
轄
と
法
選
択
の
関
連
性
に
つ
い
て

（
七
三
一
）

一
時
的
滞
在
や
一
方
当
事
者
の
国
籍
だ
け
で
よ
い
と
い
っ
た

―
つ
は
、
自
国
が
、
仮
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守
る
こ
と
が
、
外
国
で
の
承
認
執
行
の
拒
否
を
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
の
有
効
な
方
策
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
反
対
に
、
外
国
の
判
決
に
関
し

て
は
、
そ
れ
が
排
他
的
で
強
行
的
な
管
轄
に
基
づ
く
こ
と
が
、
そ
う
し
た
論
理
に
お
い
て
承
認
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
に
所
在
す
る
外
国
人
間
の
離
婚
を
彼
ら
の
国
籍
が
共
通
す
る
場
合
で
さ
え
も
、
す
べ
て
強
行
的
に
フ
ラ
ン

ス
法
で
扱
お
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一

0
条
の
意
図
は
、
当
事
者
が
彼
ら
の
本
国
の
裁
判
管
轄
に
服
し
て
そ
の
国
の
法
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
潜
脱
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

M
宕
z
e
r
判
決
に
お
け
る
双
方
主
義
的
な
立
場
か
ら
の
e
x
e
q
u
a
t
u
r
の
要
件
は
、
外
国
裁
判
所
の
管
轄
権
、
手
続

き
の
適
法
性
、
フ
ラ
ン
ス
抵
触
法
に
よ
り
準
拠
法
と
さ
れ
る
法
の
適
用
、
国
際
的
公
序
へ
の
適
合
、
法
律
詐
欺
が
な
い
こ
と
の
五
つ
で
あ

(111) 

る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

一
九
七
五
年
の
民
法
典
の
改
正
以
後
、
破
棄
院
は
S
i
m
i
t
c
h
判
決
に
お
い
て
、
よ
り
自
由
な
立
場
を
採
用
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
法
が
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
排
他
的
な
管
轄
を
定
め
て
い
る
場
合
以
外
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判

(112) 

の
行
わ
れ
た
国
と
紛
れ
も
な
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
管
轄
の
選
択
が
詐
欺
的
で
な
い
こ
と
を
要
す
る
と
し
た
。
し
か
し
、
皮
肉
に
も

跛
行
婚
を
避
け
再
婚
を
容
易
に
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
連
合
王
国
や
よ
り
古
典
的
な
承
認
要
件
を
採
用
す
る
国
々
の
よ
う
な
方
法
が

か
え
っ
て
賢
明
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
い
く
ら
か
の
慰
め
は
、
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
に
つ
い
て
柔

(113) 

軟
な
対
応
を
示
す
一
九
七

0
年
の
ハ
ー
グ
条
約
の
存
在
で
あ
ろ
う
。

R
i
v
i
e
r
e
判
決
の
方
法
と
呼
ば
れ
る
双
方
主
義
的
方
法
は
、
か
な
り
の
成
功
を
お
さ
め
た
が
、
そ
れ
は
比
較
法
的
に
は
む
し
ろ
最
近

(114) 

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
、

R
i
v
i
e
r
e
判
決
と
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
L
e
v
a
n
d
o
w
s
k
i
,
 Ta
r
w
i
d
両
判
決
が
、

超
国
家
的
な
価
値
に
基
づ
く
中
立
で
段
階
的
な
連
結
点
を
明
確
に
採
用
し
た
。
国
籍
に
基
礎
を
お
く
統
一
的
な
法
が
な
い
場
合
に
は
、
こ

の
判
決
は
家
族
に
共
通
の
基
準
と
い
う
考
え
に
よ
り
、
婚
姻
生
活
体
の
住
所

(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

と
い
う
連
結
点
を
採
用
し
た
。
こ
う
し
た
傾

関
法

四
八
〇
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て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、

第
一
二
節

一
方
主
義
・
双
方
主
義
と
い
う
色
分
け
も
、
現
実
に
お
け
る
法
適
用
に
関
し
て
そ
れ
程
ま
で
に
明
ら
か
な
差
を
も
た
ら
し

一
方
主
義
に
お
い
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
と
英
米
法
に
お
け
る
そ
れ
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
民
法
三
一

0
条
は
、
か
な
り
の
範
囲
で
外
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
双
方
主
義
の
中
に
あ
っ
て
も
、
イ

ス
ラ
ム
系
の
諸
国
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
自
国
法
の
適
用
を
大
幅
に
優
先
す
る
立
場
も
あ
る
。

特
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一

0
条
三
項
は
、
「
他
の
ど
の
外
国
法
も
そ
の
管
轄
を
認
め
な
い
と
き
」
に
の
み
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
を
行
う

に
過
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
三
項
は
配
偶
者
の
双
方
共
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
夫
婦
の
双
方
が
フ
ラ
ン
ス

法
選
択
に
お
け
る
一
方
主
義
と
双
方
主
義
の
相
対
化

ざ
る
を
得
な
い
。

れ
に
名
を
連
ね
る
。

の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
デ
ク
レ
、
そ
し
て
一
九
六
六
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
法
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、

一
九
八
一
年
の
オ
ラ
ン
ダ
法
、

四
八

一
方
主
義
と
双
方
主
義
の
優
劣
は
つ
け
が
た
い
と
い
わ

一
九
八
一
年
の
ス
ペ
イ
ン
法
、

民
法
施
行
法
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
で
は
一
九
八
九
年
の
日
本
の
法
例
改
正
な
ど
多
く
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
流
れ
と
は
反
対
に
一
方
主
義
を
採
用
す
る
国
々
と
し
て
は
、

れ
に
属
す
る
ほ
か
、
大
陸
法
系
に
属
す
る
国
で
も
、

一
九
七
九
年

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
含
め
た
英
米
法
系
の
国
々
が
ほ
と
ん
ど
こ

ス
イ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
そ
し
て
民
法
三
一

0
条
を
改
正
し
て
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
が
こ

現
在
の
状
況
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
離
婚
の
準
拠
法
選
択
に
関
し
て
は
、

一
九
八
二
年
の
ギ
リ
シ
ャ
法
と
ト
ル
コ
法
、

（
七
三
三
）

一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
、

一
九
八
六
年
の
ド
イ
ツ

向
に
属
す
る
立
法
と
し
て
は
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
、

一
九
六
三
年
の
チ
ェ
コ
法
、

一
九
六
五
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
法
、
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(
d
o
m
i
c
i
l
e
)

を
有
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、

の
努
力
を
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
o

I
 

=
 
1
0
条
の
問
題
と
し
て
、
外
国
法
を
適
用
す
る
義
務
を
裁
判
官
が
負
う
か

否
か
と
い
う
問
題
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
三
一

0
条
は
B
i
s
b
a
l
判
決
に
先
立
つ
の
で
、
判
例
の
変
更
が
な
さ
れ
る
ま
で
裁
判
官
は
外

国
法
の
適
用
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

一
方
の
配
偶
者
が
フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
る
ス
ペ
イ
ン
人
夫
婦
の
離
婚
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
適
用
し
た
原
判
決
を
c
e
n
s
u
r
e
し
た
。
つ
ま

り
、
外
国
法
の
適
用
を
否
定
す
る
に
は
、

F
o
y
e
r
の
い
う
「
普
遍
的
消
極
的
証
拠
la
p
r
e
u
v
e
 u
n
i
v
e
r
s
e
l
l
e
 n
e
e
g
a
t
i
v
e
」
が
必
要
と
な
る

双
方
主
義
の
概
観
を
と
り
な
が
ら
、
自
国
法
を
優
先
す
る
立
場
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
法
系
の
国
々
が
あ
げ
ら
れ
る
。
エ
ジ
プ
ト
民
法
一

三
条
二
項
は
離
婚
の
効
果
が
発
生
す
る
と
き
に
お
け
る
夫
の
本
国
法
に
よ
る
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
民
法
一
四
条
に
よ
れ
ば
、

(115) 

エ
ジ
プ
ト
法
に
よ
る
離
婚
を
復
活
さ
せ
る
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
も
、
婚
姻
の
際
の

一
方
の
配
偶
者
の
国
籍
が
エ
ジ
プ
ト
で
あ
る
こ
と
は
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
国
籍
が
外
国
法
の
適
用
の
障
害
に
な
る
。
法
例
一
六
条
の
日
本
人
条
項
も
そ
う
で
あ
る
が
、
協
議
離
婚
の
場
合
は
一
方
当

(116) 

事
者
が
日
本
人
で
日
本
に
住
民
票
が
あ
れ
ば
協
議
離
婚
届
け
は
受
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
非
常
に
日
本
法
の
適
用
に
傾
い
た
処

理
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。

も
う
一
っ
の
自
国
法
主
義
の
表
出
は
、
公
序
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

(117) 

的
に
し
か
離
婚
を
認
め
な
い
国
の
法
の
適
用
を
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
立
法
は
さ
ら
に
積
極
的
な
も
の
も
あ

い
て
の
要
件
が
、
外
国
法
に
よ
れ
ば
欠
け
て
い
て
も
、

りヽ

一
九
七
九
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
四
一
条

a
は
、
「
外
国
法
が
婚
姻
の
解
消
を
排
除
す
る
と
き
、
ま
た
は
、
婚
姻
の
解
消
に
つ

(118) 

ハ
ン
ガ
リ
ー
法
に
よ
れ
ば
与
え
ら
れ
る
と
き
も
ま
た
、
婚
姻
は
解
消
さ
れ
る
」
と

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

関
法

―
つ
は
、
離
婚
禁
止
国
あ
る
い
は
極
め
て
制
限

一
九
八
七
年
五
月
二
五
日
の
破
棄
院
の
B
i
s
b
a
l
判
決
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
は
外
国
法
適
用
の
た
め

四
八

（
七
三
四
）
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国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

こ
う
し
た
比
較
法
的
な
状
況
を
評
し
て
B
o
u
l
a
n
g
e
r
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

定
し
て
い
る
。

規
律
」

し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
法
に
よ
る
介
入
を
明
文
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
準
拠
外
国
法
に
よ
れ
ば
婚
姻
の
絶
対
的
解
消
原
因
が
あ
る
場
合
で
も
、

(119) 

「
婚
姻
生
活
が
完
全
か
つ
回
復
不
可
能
な
ま
で
に
破
綻
し
て
い
る
か
否
か
が
調
査
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
プ
ル
ガ
リ
ア
の
家
族

法
典
一
三
四
条
一
項
は
、
夫
婦
の
一
方
が
プ
ル
ガ
リ
ア
市
民
で
あ
る
と
き
は
プ
ル
ガ
リ
ア
法
を
適
用
し
、
三
項
は
、
国
籍
の
異
な
る
外
国

人
の
夫
婦
に
つ
い
て
共
通
本
国
法
が
な
い
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
の
本
国
法
の
う
ち
離
婚
を
許
容
す
る
も
の
を
適
用
し
、
離
婚
の
効
果
に

(120) 

つ
い
は
子
又
は
無
責
配
偶
者
に
よ
り
有
利
な
も
の
を
適
用
す
る
と
し
て
い
る
。
同
様
の
傾
向
は
ス
イ
ス
法
と
ド
イ
ツ
法
に
も
明
か
で
あ
り
、

一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
国
際
私
法
六
一
条
二
項
は
、
準
拠
外
国
法
た
る
共
通
本
国
法
に
よ
れ
ば
、
離
婚
が
認
め
ら
れ
な
い
か
非
常
に
厳
格

な
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
夫
婦
の
一
方
が
ス
イ
ス
市
民
か
二
年
以
上
居
住
し
て
い
る
と
き
は
、

ス
イ
ス
法
が
そ
れ
に
代
っ
て

一
九
八
六
年
の
改
正
の
前
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
人
は
常
に
ド
イ
ツ
法
に
よ
り
離
婚
す
る
こ
と
が
認
め
ら
て
い

適
用
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、

(121) 
た
。
改
正
後
の
一
七
条
一
項
は
、
離
婚
が
許
容
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
外
国
法
の
適
用
を
一
般
的
に
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

条
文
は
極
め
て
縮
小
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

Dopffel
の
例
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人
男
性
が
ス
イ
ス
人
女
性
と
結
婚
し
て

ジ
ャ
カ
ル
タ
に
住
ん
で
い
た
が
、
別
居
に
至
っ
た
。
夫
は
ド
イ
ツ
に
い
て
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
離
婚
を
請
求
し
た
。
こ
の
場
合
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
法
に
よ
れ
ば
、
離
婚
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
離
婚
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と

を
拡
大
解
釈
し
て
、
外
国
法
が
離
婚
に
つ
い
て
有
責
主
義
の
み
に
基
礎
を
お
く
か
あ
る
い
は
期
間
や
証
拠
に
関
し
て
過
大
な
要
求
を
す
る

(122) 

場
合
に
は
ド
イ
ツ
法
を
適
用
で
き
る
と
解
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

―
二
条
の
五
は
、
イ
タ
リ
ア
人
女
性
が
離
婚
を
認
め
な
い
本
国
法
を
持
つ
男
性
と
結
婚
し
た
場
合
に
、
イ
タ
リ
ア
法
の
適
用
を
規

四
八
三

（
七
三
五
）

一
九
七

0
年
の
イ
タ
リ
ア
の
「
婚
姻
解
消
の
場
合
の
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「
比
較
法
的
に
生
じ
て
い
る
接
近
は
、
国
際
的
離
婚
問
題
の
『
世
界
化
m
o
n
d
i
a
l
i
s
a
t
o
i
n
』
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
過
大
評

価
し
て
は
な
ら
な
い
。
各
国
に
お
け
る
解
決
に
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
傾
向
は
、

一
九

い
ず
れ
に
せ
よ
、
離
婚
の
厳
格
性
を
相
対
化
さ
せ
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
九
七
五
年
法
が
通
過
し
て
か
ら
の
注
釈
者
た
ち
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ

(123) 
る。」

第
二
次
世
界
大
戦
後
も
、

六
四
年
の
民
事
訴
訟
法
―
―
四
六
条
に
お
い
て
、
承
認
に
関
し
て
相
互
の
保
証
の
他
に
い
く
つ
も
の
要
件
を
課
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
裁
判
所
の
排
他
的
管
轄
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
法
を
適
用
す
る
理
由
が
な
か
っ
た
こ
と
あ
る
い

は
外
国
法
が
際
だ
っ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
異
な
っ
て
い
な
い
た
め
判
決
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
の
法
秩
序
の
基
本
原
理
に
反
し
な
い
こ
と
が

(

1

2

4

)

(

1

2

5

)

 

必
要
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
結
果
、
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
は
、
極
め
て
多
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
公
序
要
件

を
課
し
て
い
る
国
が
多
い
な
か
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
は
、
実
質
的
な
審
査
に
全
く
依
存
し
な
い
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
裁
判
所
の
管
轄
に
与
え
ら
れ
た
重
要
性
が
間
接
管
轄
の
問
題
に
も
直
接
反
映
さ
れ
て
お
り
、
夫
婦
が
離
婚
判
決
を
得
た
国
に
婚
姻(126) 

一
九

0
六
年
の

A
r
m
i
t
a
g
e
v. 
T
h
e
 A
t
t
o
n
e
y
 G
e
n
e
r
a
l
 

で
進
展
す
る
。

解
消
の
当
時
D
o
m
i
c
i
l
e
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
承
認
は
な
さ
れ
な
い
。
こ
れ
が
、

(127) 

に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
立
場
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
D
o
m
i
c
i
l
e
の
概
念
は
緩
や
か
な
概
念
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と

(128) 

一
九
五
三
年
の

T
r
a
v
e
r
s
判
決
に
お
い
て
、
控
訴
院
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
共
通
の

D
o
m
i
c
i
l
e
は
な
か
っ
た
が
、
妻

が
三
年
間
N
o
u
v
e
l
l
e
G
a
l
l
e
s
 d
u
 S
u
d
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
離
婚
判
決
の
効
力
を
承
認
し
た
。
こ
の
立
場
は
、
貴
族
院
の
一
九

関
法

い
く
つ
か
の
立
法
は
外
国
離
婚
判
決
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、

四
八
四
（
七
三
六
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

の
判
決
国
に
お
け
る
国
籍
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

の
共
通
本
国
と
少
な
く
と
も
一
方
の
配
偶
者
の
居
住
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

四
八
五

六
七
年
の
I
n
d
y
k
a
判
決
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
人
同
士
の
夫
婦
が
チ
ェ
コ
で
離
婚
判
決
を
得
た
が
、

夫
は
す
で
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
選
択
住
所
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
被
告
が
チ
ェ
コ
と
「
現
実
的
か
つ
実
質
的
な
結
び
つ

き
」
を
有
し
て
お
れ
ば
、
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
現
実
的
か
つ
実
質
的
な
結
び
つ
き
は
、
夫
婦

は
放
棄
し
た
も
の
の
、

I
n
d
y
k
a
判
決
よ
り
も
厳
し
い
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。

I
n
d
y
k
a
判
決
の
法
理
は
、

A
c
t
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
強
化
さ
れ
た
。
手
続
き
が
な
さ
れ
た
国
に
お
け
る
管
轄
は
、
双
方
又
は
一
方
の
配
偶
者
の
常
居
所
で
あ

る
こ
と
、
あ
る
い
は
一
方
配
偶
者
の
本
国
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
六
条
に
よ
れ
ば
、
離
婚
の
宣
言
に
先
立
つ
一
年
間
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
の
常
居
は
、
承
認
を
妨
げ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
住
所
地
法
主
義
に
立
つ
と
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
方
が
、
条
約
よ
り
当
事
者

ハ
ー
グ
条
約
の
締
約
国
間
で
は
、
独
自
の
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
九
七
三
年
の
条
文
に
よ
り
、

条
約
よ
り
緩
や
か
に
、
国
籍
、
住
所
、
そ
の
他
そ
の
事
件
が
当
該
外
国
で
審
理
さ
れ
る
た
め
の
「
有
効
な
結
び
つ
き
」
を
一
方
配
偶
者
が

有
し
て
い
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
の
一
九
八
五
年
法
で
は
、
「
現
実
的
か
つ
実
質
的
な
」
結
び
つ
き
を
充
た
す
間
接
管
轄

が
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
厳
格
に
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
一
方
の
配
偶
者
が
一
年
以
上
常
居
所
を
離
婚
請
求
国
に
有

す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ス
イ
ス
も
ハ
ー
グ
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
が
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
六
五
条
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
の
一
方
の
住

所
地
、
常
居
所
ま
た
は
本
国
で
下
さ
れ
た
か
ま
た
は
そ
れ
ら
の
地
で
承
認
さ
れ
る
べ
き
判
決
は
、

ス
イ
ス
で
も
承
認
さ
れ
る
と
規
定
し
て

い
る
が
、
六
五
条
二
項
に
よ
り
、
両
当
事
者
と
も
に
国
籍
を
有
し
な
い
国
の
判
決
、
ま
た
は
原
告
の
み
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
判
決
は
、

少
な
く
と
も
夫
婦
の
一
方
の
住
所
又
は
常
居
所
と
一
致
す
る
か
、
被
告
た
る
配
偶
者
が
、
当
該
外
国
裁
判
所
の
管
轄
に
無
条
件
に
服
す
る

（
七
三
七
）

一
九
七
一
年
の
R
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n

一
九
七

0
年
の
ハ
ー
グ
条
約
は
、
準
拠
法
の
審
査
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(129) 

か
ま
た
は
ス
イ
ス
に
お
け
る
判
決
の
承
認
に
無
条
件
で
服
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
は
一
九
八
一
年
三
月
一
五
日
の
法
律
が
で
き
る
ま
で
は
、
離
婚
の
承
認
に
非
常
に
厳
し
い
国
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
国
民
同

(130) 

士
の
外
国
で
の
離
婚
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
る
準
拠
法
要
件
と
実
質
的
な
解
決
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
。

が
オ
ラ
ン
ダ
国
民
の
離
婚
の
場
合
は
、
外
国
に
い
る
当
事
者
の
住
所
が
問
題
と
さ
れ
、
原
告
が
オ
ラ
ン
ダ
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
は
承
認

(131) 

の
障
害
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
。

一
九
八
一
年
の
新
法
は
、
統
一
的
で
か
な
り
簡
明
な
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
適
正

(132) 

な
手
続
き
が
守
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
所
又
は
離
婚
に
つ
い
て
の
権
限
を
有
す
る
他
の
官
庁
に
よ
る
判
決
で
あ
れ
ば
承
認
さ
れ
る
と
し
た
。

(133) 

一
定
の
要
件
を
満
た
す
行
政
庁
に
よ
る
離
婚
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う

し
た
要
件
は
、
被
告
が
手
続
き
中
又
は
判
決
後
に
、
明
示
又
は
黙
示
に
離
婚
に
合
意
し
た
か
判
決
に
従
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
場
合
に

(134) 

は
、
問
題
と
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
も
、
以
前
の
承
認
に
厳
格
な
態
度
か
ら
緩
や
か
な
方
向
へ
と
態
度
を
変
化
さ
せ
て
き

(135) 

て
い
る
。

ド
イ
ツ
も
オ
ラ
ン
ダ
と
同
様
に
か
つ
て
は
離
婚
の
承
認
に
対
し
て
厳
し
い
国
で
あ
っ
た
。
相
互
の
保
証
を
要
求
し
、
国
内
管
轄
を
間
接

管
轄
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
ラ
ン
ト
の
裁
判
所
は
、
夫
婦
の
双
方
と
も
が
判
決
国
の
国
民
で
も
住
民
で

も
な
い
場
合
に
は
、
承
認
を
拒
否
し
て
い
た
。
現
在
で
も
、
相
互
の
保
証
に
関
し
て
は
そ
の
証
明
が
難
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
残
っ
て
い

（
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
）
が
、
か
な
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

法
六

0
六
条

a)
、
ド
イ
ツ
の
離
婚
判
決
の
承
認
が
「
明
白
」
で
な
く
て
も
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
判
決
が
ど
の
国
の
法
を
準
拠
法
と
し

て
な
さ
れ
た
か
は
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
当
事
者
の
本
国
で
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
夫
婦
の
双
方
と
も
が
そ

の
判
決
国
を
本
国
と
せ
ず
、
常
居
所
も
有
し
て
い
な
く
て
も
そ
れ
は
承
認
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。

る こ
れ
ら
に
は
、
当
然
、

関
法

一
方
が
ド
イ
ツ
に
常
居
所
を
有
し
て
お
れ
ば
（
民
事
訴
訟

一
方
の
み

四
八
六

（
七
三
八
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

第
五
節
外
国
離
婚
承
認
の
た
め
の
判
決
の
必
要
性
に
つ
い
て

四
八
七

フ
ラ
ン
ス
は
、
条
文
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
判
例
の
安
定
性
及
び
そ
の
評
価
は
難
し
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
外
国
離
婚
判
決
の
執
行

さ
れ
た
結
果
と
、

一
九
六
四
年
の

M
目
z
e
r
判
決
に
お
け
る
五
つ
の
要
件
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
裁
判
所
に
管
轄

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
手
続
き
の
適
法
性
、
フ
ラ
ン
ス
抵
触
法
に
基
づ
く
準
拠
法
の
適
用
、
国
際
的
公
序
に
反
し
な
い
こ
と
及
ぴ
詐
欺
が

(136) 

な
い
こ
と
の
五
つ
で
あ
る
。
準
拠
法
要
件
は
捨
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
次
第
に
緩
和
さ
れ
、
外
国
の
抵
触
法
の
適
用
に
よ
り
も
た
ら

(137) 

フ
ラ
ン
ス
抵
触
法
の
適
用
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
の
比
較
で
よ
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
執
行

e
x
e
q
u
a
t
u
r
裁
判
官
の
役
割
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
抵
触
法
に
よ
り
正
式
に
指
定
さ
れ
る
べ
き
法
律
が
適
用
さ
れ
た
か
否
か
を
確
か
め
る
こ
と

(138) 

で
は
な
く
、
そ
の
法
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
外
国
裁
判
所
の
管
轄
に
つ
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス

(139) 

民
事
訴
訟
法
一
〇
七

0
条
が
そ
の
ま
ま
国
際
的
な
場
面
に
移
さ
れ
る
と
い
う
公
式
は
、
判
例
か
ら
は
厳
密
に
は
導
き
出
せ
な
い
。

S
i
m
i
t
c
h
判
決
及
び
N
o
u
a
o
u
i
判
決
に
お
い
て
、
破
棄
院
は
、
判
決
国
と
の
「
特
徴
的
な
結
ぴ
つ
き
lien
c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
」
と
い
う
表
現
を

採
用
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
フ
ラ
ン
ス
に
専
属
管
轄
が
存
在
し
な
い
場
合
に
関
し
て
で
あ
る
。
破
棄
院
は
、
民
法
一
五
条
を
、
外

(140) 

国
の
競
合
す
る
全
て
の
管
轄
を
排
除
す
る
規
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
、
離
婚
に
公
式
の
司
法
的
な
性
格
を
要
求
す
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
一
義
的
に
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
移

民
受
け
入
れ
国
に
お
い
て
は
、
国
家
の
統
合
は
き
わ
め
て
弱
い
の
で
、
国
家
の
中
立
性
と
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
平
等
性
を
保
障
す
る
た

（川）

め
に
、
裁
判
離
婚
を
推
進
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
一
定
の
宗
教
団
体
な
ど
に
国
家
法
が
認
め
る
方
法
以
外
の
離
婚
を
認
め
る
こ
と

(Hz) 

は
、
国
家
の
同
一
性
を
危
う
く
す
る
危
険
さ
え
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
家
に
よ
っ
て
は
、
宗
教
的
な
中
立
性
に
非
常
に
神
経
を
使
う
場
合
も

を
行
う
た
め
に
は
、

（
七
三
九
）



構
え
を
と
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

き
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

国
で
日
本
法
に
基
づ
く
協
議
離
婚
は
、

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

（
七
四

0
)

勿
論
、
離
婚
を
属
人
法
の
問
題
と
し
て
、
私
的
な
離
婚
を
尊
重
す
る
と
い
う
議
論
も
十
分
に
成
り
立
つ
。
当
該
外
国
に
駐
在
す
る
大
使

や
領
事
な
ど
立
ち
会
い
に
よ
り
、
私
的
な
離
婚
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
改
正
法
例
下
に
お
い
て
も
、
外

(143) 

一
六
条
の
準
拠
法
要
件
を
満
た
す
限
り
、
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

夫
婦
の
双
方
が
日
本
人
で
あ
る
場
合
に
は
問
題
は
な
く
、
ま
た
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
場
合
で
も
、
日
本
人
配
偶
者
の
常
居
所
が
日
本
で

あ
る
場
合
、
共
通
常
居
所
地
法
か
最
密
接
関
係
法
が
協
議
離
婚
制
度
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
、
協
議
離
婚
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
日
本
で
協
議
離
婚
の
報
告
的
届
出
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
敏
文
氏
は
、
こ
の
点
に
つ

「
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
と
が
異
国
人
夫
婦
の
外
国
に
お
い
て
し
た
協
議
離
婚
に
関
す
る
報
告
的
届
出
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
が
協

議
離
婚
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
地
に
共
通
常
居
所
を
有
す
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(144) 

こ
と
に
な
る
が
、
極
め
て
ま
れ
な
事
例
で
あ
る
。
」

「
極
め
て
ま
れ
な
事
例
で
あ
る
」
の
主
語
が
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
若
干
の
曖
昧
さ
は
残
る
が
、
共
通
常
居
所
地
法
が
協
議
離
婚
を

認
め
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
比
較
法
的
に
見
て
そ
れ
が
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ

う
に
、
現
状
認
識
と
し
て
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
日
本
は
管
轄
判
断
を
度
外
視
し
て
、

(145) 

一
六
条
の
準
拠
法
判
断
の
み
で
、
報
告
的
と
の
名
目
は
成
り
立
つ
が
結
局
は
日
本
流
の
協
議
離
婚
制
度
を
「
輸
出
」
し
て
行
こ
う
と
す
る

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、
こ
う
し
た
私
的
な
離
婚
に
対
し
て
、
全
体
的
に
消
極
的
で
あ
る
。
破
棄
院
は
、

Moitti
判
決
に
お
い
て
明
確

あ
る
。

関
法

四
八
八



れ
た
。

離
婚
は
、

国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

（園）

に
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
判
決
に
よ
ら
な
い
離
婚
は
存
在
し
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

四
八
九

一
九
八
六
年

ベ
ル
ギ
ー
で
は
一
九
七
九
年
の
ベ
ル
ギ
ー
11
モ
ロ
ッ
コ
間
の
協
定
草
案
（
未
発
効
）
に
お
い
て
、

モ
ロ
ッ
コ
の
領
事
に
よ
る
離
婚
の
権

限
を
承
認
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ラ
ッ
セ
ル
裁
判
所
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
離
婚
を
、
憲
法
九
二
条
の
意
味
に
お
け
る
、
離

(147) 

婚
を
宣
言
す
る
「
権
限
を
有
す
る
国
家
機
関
」
の
必
要
性
の
要
件
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
効
力
を
否
定
し
た
。
ス
イ
ス
で

は
、
ベ
ル
ン
の
在
外
大
使
の
前
で
同
国
人
と
離
婚
し
た
モ
ロ
ッ
コ
人
が
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
ス
イ
ス
人
と
再
婚
し
た
こ
と
を
転
記
す
る
こ

(118) 

と
を
ジ
ュ
ラ
県
の
身
分
関
係
を
扱
う
部
局
は
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
訴
が
な
さ
れ
、
連
邦
裁
判
所
は
、
外
国
大
使
の
面
前
で
の

(149) 

ス
イ
ス
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
援
用
で
き
な
い
旨
を
明
確
に
し
た
。
ド
イ
ツ
で
も
、

二
項
に
よ
り
「
婚
姻
は
判
決
に
よ
っ
て
し
か
解
消
さ
れ
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
は
明
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(150) 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
問
題
は
こ
れ
ま
で
も
活
発
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
元
々
は
、
夫
婦
の

D
o
m
i
c
i
l
e

の
あ
る
外
国
法
に
従
っ
て
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
で
な
さ
れ
た
私
的
又
は
宗
教
的
な
離
婚
は
承
認
す
る
と
い
う
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に

(151)

（

152) 

比
し
て
非
常
に
自
由
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
同
様
の
傾
向
は
、
一
九
五
三
年
の
カ
ナ
ダ
の
最
高
裁
の
判
決
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
の
傾
向
は
一
九
七
一
二
年
の

D
o
m
i
c
i
l
e
a
n
d
 M
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
 P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
 A
c
t
の
成
立
に
よ
り
大
き
く
後
退
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
六
条
一
項
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
す
べ
て
の
手
続
き
に
お
い
て
裁
判
所
の
関
与
の
な
い
離
婚
に
は
効
力
を
与
え
な
い
こ
と
を
規

(153) 

定
し
た
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て

talak
や

g
h
e
t
を
念
頭
に
お
い
て
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
判
例
も
、

R
a
d
w
a
n
判
決
に
よ
り
、
覆
さ

一
九
八
二
年
の
有
名
な
F
a
t
i
m
a
事
件
に
お
い
て
は
、
連
合
王
国
の
入
国
審
査
官
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る

G
h
u
m
a
l
 F
a
t
i
m
a
の
入
国
を
「
婚
姻
の
合
理
的
な
見
通
し
が
な
い
」
と
し
て
拒
否
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
フ
ィ
ア
ン
セ
も
パ
キ
ス
タ
ン
人

で
あ
り
、
彼
は
ソ
リ
シ
タ
ー
の
面
前
で
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
残
っ
て
い
る
妻
に
対
し
て
talak

(
タ
ラ
ク
離
婚
）
を
行
っ
た
。

（
七
四
一
）

一
九
八
六
年
の
改
正
民
法
施
行
法
一
七
条
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第
三
章

法
例
と
協
議
離
婚

現
状
の
批
判
的
検
討

（
七
四
二
）

の
貴
族
院
判
決
の
争
点
は
、
そ
の
t
a
l
a
k

の
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
い
て
完
全
に
有
効
な
も
の
で
あ
り
純
粋

に
国
内
的
な
も
の
と
考
え
る
余
地
も
あ
っ
た
が
、
貴
族
院
は
、

t
a
l
a
k

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
有
効
な
手
続
き
を
構
成
し
得
な

(ISi) 

い
と
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
一
部
の
移
住
者
に
対
し
て
屈
辱
的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
―
二
条
が
引
き

(155) 

合
い
に
出
さ
れ
た
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
事
件
は
、
法
シ
ス
テ
ム
間
に
お
け
る
和
解
の
困
難
と
、
宗
教
的
共
同
体
に
基
礎
を
お
く
ル
ー

(156) 

ル
の
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
通
用
し
な
い
環
境
で
の
適
用
の
困
難
さ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
日
本
に
お
け
る
国
際
離
婚
の
現
状
を
冷
静
に
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

比
較
法
的
な
概
観
か
ら
何
よ
り
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
国
際
離
婚
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
世
界
的
に
み
て
双
方
主
義
を
基
調
と
し

た
法
の
調
和
に
向
か
っ
て
い
る
と
は
、
現
段
階
で
は
決
し
て
断
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
各
国
の
特
殊
性
を
配
慮
し

つ
つ
、
そ
う
し
た
法
観
念
の
違
い
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
利
害
を
調
整
し
て
い
く
の
か
に
、
主
た
る
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
当
事
者
の
利
益
ま
た
は
便
宜
に
応
え
る
た
め
の
動
き
も
随
所
に
現
れ
て
き
て
は
い
る
が
、
そ
れ
も
国
際
離
婚
全
体
を
支
配
す
る
世
界

的
な
動
き
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
は
、
現
段
階
で
は
い
い
が
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

こ
う
し
た
認
識
に
立
つ
と
き
、
国
際
離
婚
の
問
題
を
、
属
人
法
に
関
す
る
全
体
的
な
視
野
か
ら
本
国
法
主
義
対
住
所
地
法
主
義
と
し
て

図
式
化
す
る
こ
と
に
は
当
然
大
き
な
危
惧
を
感
じ
る
。
こ
う
し
た
論
調
が
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
議
論
の
支
配
的
な
傾
向
で

(157) 

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
離
婚
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
・
民
族
・
宗
教
な
ど
の
影
響
は
今
日
で
も
非
常

第
一
節

関
法

四
九
〇



な
い
も
の
の
、

で
あ
る
。

国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
九

い
わ
ゆ
る

に
大
き
く
、
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
は
協
調
不
可
能
な
対
立
を
引
き
起
こ
す
。
そ
う
し
た
場
面
に
お
い
て
、
裁
判
に
よ
る
離
婚
が
世
界
的
優
勢

を
占
め
る
現
状
で
は
、
最
終
的
な
利
害
の
調
整
手
段
と
し
て
、
制
度
の
受
け
持
ち
範
囲
と
し
て
の
管
轄
の
問
題
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
し
て
国
家
が
自
国
民
の
婚
姻
を
何
ら
か
の
方
法
で
法
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
方
法
が
一
般
的
で
あ
る
限
り
、

こ
の
問
題
か
ら
本
国
管
轄
、
本
国
法
主
義
あ
る
い
は
国
家
主
権
的
な
発
想
を
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
は
現
時
点
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ

次
に
、
わ
が
国
の
国
際
離
婚
に
つ
い
て
の
対
応
に
関
し
て
若
干
の
批
判
を
試
み
よ
う
。
ま
ず
、
法
例
一
六
条
の
立
法
政
策
に
関
し
て

一
六
条
は
周
知
の
よ
う
に
一
四
条
を
準
用
す
る
こ
と
で
、
改
正
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
の
「
ケ
ー
ゲ
ル
の
梯
子
」
に
影
響
を
受
け

た
美
し
い
段
階
的
連
結
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
こ
の
条
文
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
面
を
具
体
的
に
考
え
て
み
る
と
き
、
あ

ま
り
に
も
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
を
禁
じ
え
な
い
。
法
例
が
適
用
さ
れ
る
場
面
と
は
、
学
説
判
例
の
細
か
な
点
で
の
一
致
は
存
在
し

一
応
、
国
際
的
な
生
活
関
係
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
生
じ
た
法
的
な
問
題
が
、
主
と
し
て
裁
判
な
ど
に
お
い
て
法
律
に
つ
い

て
あ
る
程
度
の
専
門
知
識
を
持
っ
た
者
が
関
与
し
て
、
法
律
に
従
っ
た
処
理
又
は
解
決
が
企
図
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

で
は
、
夫
婦
の
離
婚
問
題
が
国
際
的
な
生
活
関
係
と
し
て
、
わ
が
国
で
登
場
す
る
場
合
と
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
？

国
際
結
婚
の
夫
婦
の
離
婚
が
問
題
と
な
る
場
合
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
国
際
結
婚
と
は
、
『
広
辞
苑
』

の
第
一
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
国
籍

を
異
に
す
る
男
女
が
結
婚
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
通
常
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
日
常
用
語
で
い
う
国
際
結
婚
の

男
女
に
、
法
例
一
六
条
が
第
一
順
位
の
連
結
点
と
し
て
定
め
て
い
る
共
通
の
本
国
は
そ
も
そ
も
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
法
例
一
六
条
の
適
用
の
対
象
と
な
る
婚
姻
（
離
婚
が
争
わ
れ
て
い
る
婚
姻
）
は
、

必
ず
し
も
国
籍
の
異
な
る
男
女
間
の
婚
姻
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
人
同
士
が
日
本
で
離
婚
問
題
を
お
こ
し

（七四一―-）



条
は
、
少
く
と
も
実
質
的
な
意
義
は
持
た
な
い
。

関
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

(158) 

日
本
の
法
的
な
機
関
に
お
い
て
離
婚
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と
は
な
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
そ
う
し
た
例
が
判
例
で
取
り
上
げ

(159) 

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
場
合
は
非
常
に
希
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
「
希
」
と
い
う
の
は
、
実
際
に
裁
判
に
な
っ
た
ケ
ー
ス

を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
裁
判
以
前
の
問
題
と
し
て
、
現
在
の
日
本
の
社
会
状
況
に
お
い
て
、
外
国
人
同
士
の
夫
婦
が
何
組

く
ら
い
生
活
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
が

H
本
の
法
制
度
を
利
用
し
て
離
婚
し
よ
う
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
わ
が
国
の
特
殊
な
歴
史
的
事
情
に
起
源
を
発
す
る
人
口
約
七

0
万
人
と
さ
れ
て
い
る
「
定
住
外
国

人
」
問
題
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
が
当
然
に
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
彼
ら
の
中
に
は
共
通
本
国
を
持
つ
夫
婦
は
多
い
と
言
え

(160)

（

161) 

よ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
の
属
人
法
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
む
し
ろ
機
械
的
に
本
国
法
を
適
用
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
に
あ
っ
た

と
い
え
、
改
正
一
六
条
が
こ
う
し
た
場
合
に
一
律
に
共
通
本
国
法
を
自
動
的
に
適
用
す
る
方
向
を
強
化
す
る
可
能
性
を
持
つ
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
疑
問
を
呈
せ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
彼
ら
に
共
通
本
国
法
を
一
律
に
適
用
す
れ
ば

(162) 

よ
い
と
す
る
立
場
が
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
法
に
は
「
世
界
で
最
も
自

(163) 

由
な
協
議
離
婚
制
度
」
が
存
在
し
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
国
に
共
通
本
国
を
有
す
る
者
同
士
が
協
議
離
婚
で
き
る
の
は
法
例
改
正
前
か
ら

の
戸
籍
実
務
で
明
か
で
あ
る
の
で
、
韓
国
人
同
士
、
台
湾
系
中
国
人
同
士
又
は
本
土
系
中
国
人
同
士
の
夫
婦
の
場
合
は
、
通
達
に
よ
り
要

求
さ
れ
て
い
る
「
夫
婦
の
本
国
法
に
よ
り
協
議
離
婚
を
日
本
の
方
式
に
す
る
事
が
で
き
る
旨
の
証
明
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
な
く
協
議
離

(164) 

婚
で
き
、
こ
れ
は
改
正
法
例
下
で
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
協
議
離
婚
を
行
う
限
り
で
は
法
選
択
規
則
た
る
一
六

関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

一
六
条
の
第
一
順
位
の
連
結
点
で
あ
る
共
通
本
国
法
が
現
実
に
機
能
す
る
場
面
は
、
そ
の
最
優
先
さ
れ
た
順
位
に
も
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国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

最
近
の
外
国
人
の
日
本
へ
の
流
入
の
急
増
を
考
え
れ
ば
、
将
来
に
お
い
て
こ
の
共
通
本
国
法
と
い
う
連
結
点
の
重
要
性
は
高
ま
る
か

(165) 

も
知
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
少
な
く
と
も
母
法
国
た
る
ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
人
の
国
際
化
の
レ
ベ
ル
は
比
較
し
得
べ
く
も
な
く
、

（園）

し
た
が
っ
て
こ
の
連
結
点
が
第
一
順
位
に
来
る
こ
と
の
意
義
は
、
残
念
な
が
ら
不
明
確
で
あ
る
。
本
国
法
主
義
を
基
本
に
据
え
る
に
し
て

(161) 

も
、
法
例
の
段
階
的
連
結
は
ド
イ
ツ
の
そ
れ
よ
り
も
本
国
法
主
義
の
視
点
か
ら
は
大
幅
に
後
退
し
て
お
り
、
む
し
ろ
第
一
順
位
の
連
結
点

た
る
共
通
本
国
法
は
離
れ
小
島
の
よ
う
に
ぽ
つ
り
と
孤
立
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
拭
え
な
い
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
？

ま
た
、

法
例
改
正
と
協
議
離
婚

日
本
の
離
婚
制
度
を
論
じ
る
と
き
に
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
協
議
離
婚
制
度
の
問
題
で
あ
る
。
西
原
道
雄
教
授

「
わ
が
国
の
論
ず
る
際
に
、
世
界
で
も
最
も
自
由
な
協
議
離
婚
制
度
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
法
で
は
、
離
婚
は
ま

ず
、
そ
し
て
原
則
と
し
て
協
議
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
に
も
、
離
婚
の
約
九

0
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
こ
の
形
を

(168) 

と
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
有
責
配
偶
者
で
も
、
相
手
方
の
同
意
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
、
即
日
に
で
も
離
婚
で
き
る
の
で
あ
る
。
」

東
ア
ジ
ア
の
範
囲
で
で
は
な
く
世
界
的
な
視
野
か
ら
見
た
場
合
の
日
本
の
協
議
離
婚
制
度
の
比
較
法
的
な
特
異
性
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、

い
か
に
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
B
o
u
l
a
n
g
e
r
の
次
の
指
摘
は
わ
れ
わ
れ
を
目
覚
め
さ
せ
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

「
離
婚
に
お
け
る
現
代
法
の
目
立
っ
た
性
格
の
―
つ
は
、
極
東
の
純
粋
に
合
意
に
基
づ
く
離
婚
や
ロ
シ
ア
や
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
の

の
行
政
的
離
婚
の
よ
う
な
『
私
的
離
婚
d
i
v
o
r
c
e
p
r
i
v
e』

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

四
第
二
節

の
役
割
の
拡
張
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
性
格

四
九
三
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の
施
行
に
伴
う
戸
籍
事
務
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
（
基
本
通
達
）
の
解
説
』
に
お
い
て
、
次
の
著
述
が
見
ら
れ
る
。

第
四
五
巻
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・
三
合
併
号

は
、
固
有
の
あ
る
い
は
地
理
的
な
制
限
の
欠
如
で
あ
り
、
意
思
の
宣
言
と
そ
の
表
現
と
の
間
の
緊
密
な
関
連
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特

徴
は
、
裁
判
管
轄
と
離
婚
原
因
を
区
別
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
容
認
す
る
こ
と
の
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ら
の
法
的
領
域
外
で
生
じ
た
離
婚
に
つ
い
て
の
み
、
承
認
し
た
り
効
果
を
与
え
た
り
す
る

(169) 

余
地
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
法
的
シ
ス
テ
ム
の
違
い
が
、
承
認
を
難
し
く
す
る
の
で
あ
る
。
」

し
か
し
、
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、

日
本
の
戸
籍
実
務
は
、
法
例
一
六
条
の
文
言
を
利
用
し
て
、

最
大
限
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
協
議
離
婚
制
度
の
適
用
を

(110) 

こ
れ
は
、
特
に
法
例
一
六
条
の
第
二
順
位
以
下
の
連
結
点
が
採
用
さ
れ
る
場
合
に
顕
在
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、

日
本
に
お
い
て
正
式
に

離
婚
問
題
を
解
決
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
国
際
結
婚
の
夫
婦
は
、
日
本
に
共
通
常
居
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
多
い
で
あ
ろ

(111) 

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
た
、
外
国
人
の
常
居
所
の
認
定
に
つ
い
て
も
、
通
達
に
よ
り
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
定

め
ら
れ
た
在
留
資
格
に
よ
り
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
特
別
な
在
留
資
格
に
よ
り
、

一
義
的
に
例
え
ば
五
年
以
上
の
在
留
が
あ
れ
ば
常
居
所

(112) 

が
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
認
定
方
法
も
外
国
人
登
録
証
明
書
及
び
旅
券
に
よ
る
こ
と
ま
で
決
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
あ
る
意
味
で
極
め
て
奇
異
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
法
例
上
、
共
通
本
国
は
な
い
が
、
上
記
通
達
の
認
定
規
準
に
従
っ
て
共
通
常
居
所

が
日
本
に
あ
る
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
外
国
人
夫
婦
に
関
し
て
、
法
務
省
民
事
局
内
法
務
研
究
会
に
よ
る
『
法
例
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

「
協
議
離
婚
を
す
る
外
国
人
夫
婦
に
つ
い
て
、
通
達
が
定
め
る
外
国
人
の
常
居
所
の
認
定
要
件
を
満
た
し
、

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
の
本
国
法
の
規
定
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
常
居
所
地
と
し
て
日
本
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
外
国
人
夫
婦
は
、
そ
の
所
在
地
の
市
区
町
村
長
に
協
議
離
婚
届
の
届
出
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

関
法

日
本
に
常
居
所
が
認

四
九
四
（
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一
六
条
が
但
書
で
定
め
る
日
本
人
条
項
の
存
在
に
よ
り
、
実
務
上
は
一
方
当
事
者
で
あ
る
日
本
人
が
日
本
に
住
民
票
さ
え
有
す
れ
ば
、
た

五

国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

さ
ら
に
問
題
に
思
え
る
の
は
、
第
三
段
階
の
連
結
点
で
あ
る
「
最
密
接
関
係
法
」
の
戸
籍
実
務
に
お
け
る
認
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

で
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

有
効
な
協
議
離
婚
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る

(113) 

項
）
。
」

四
九
五

（
改
正
法
例
第
二
二
条
、
民
法
第
七
六
四
条
、
戸
籍
法
第
二
五
条
第
二

こ
れ
は
、
少
し
考
え
れ
ば
、
か
な
り
問
題
の
あ
る
扱
い
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
裁
判
離
婚
に
比
較
し
て
、
裁
判
管
轄
の
判
断
の
必
要

も
な
く
、
共
通
本
国
法
と
し
て
の
外
国
法
に
よ
る
協
議
離
婚
を
な
す
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
「
夫
婦
の
本
国
法
に
よ
り
協
議
離
婚
を
日
本

(174) 

の
方
式
に
従
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
証
明
書
の
提
出
」
も
必
要
と
さ
れ
ず
、
た
だ
法
例
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
準
拠
法

で
あ
る
日
本
法
が
協
議
離
婚
を
認
め
て
い
る
と
い
う
理
由
の
み
で
、
外
国
人
夫
婦
に
日
本
法
に
よ
る
協
議
離
婚
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ

(175) 
る
。
こ
の
実
務
が
跛
行
婚
を
生
み
出
す
危
険
性
は
極
め
て
高
い
。
な
お
、
当
事
者
の
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
場
合
で
そ
の
者
が
日
本
に
常

居
所
を
有
す
れ
ば
、
こ
れ
は
共
通
本
国
法
に
よ
る
ま
で
も
な
く
一
六
条
但
書
で
協
議
離
婚
が
可
能
と
な
る
。
日
本
人
の
常
居
所
の
認
定
に

(116) 

は
、
住
民
票
の
写
し
が
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
常
居
所
の
認
定
に
お
い
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
法
例
が
用
い
る
「
常

居
所
」
と
い
う
用
語
が
本
来
持
つ
べ
き
本
来
有
す
る
べ
き
法
選
択
上
の
目
的
と
は
か
け
離
れ
た
視
点
か
ら
、
戸
籍
窓
口
の
実
務
を
滞
り
な

く
進
め
る
た
め
の
明
確
か
つ
一
義
的
な
基
準
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
内
容
的
な
妥
当
性
を
有
す
る
か
否

か
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
来
な
ら
、
裁

判
官
が
離
婚
事
件
を
審
理
す
る
過
程
で
幾
重
に
も
慎
重
な
考
慮
が
く
り
返
さ
れ
、
そ
う
し
た
判
例
の
集
積
を
待
っ
て
徐
々
に
確
定
し
て
行

く
べ
き
重
要
な
概
念
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
協
議
離
婚
制
度
の
ス
ム
ー
ス
な
運
営
と
い
う
目
先
の
配
慮
が
法
例
の
大
目
的
を
飲
み
込
ん

（
七
四
七
）
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(111) 

と
え
「
夫
婦
が
共
に
外
国
に
在
り
共
通
常
居
所
が
な
い
場
合
」
に
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
日
本
に
お
け
る
常
居
所
の
存
在
が
認
め
ら
れ
日

本
法
に
よ
る
協
議
離
婚
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
但
書
は
「
も
っ
ば
ら
協
議
離
婚
に
お
け
る
戸
籍
窓
口
で
の
審
査
の
容
易
化
あ
る
い

は
平
易
化
を
目
指
し
て
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
り
、
配
偶
者
が
日
本
人
で
あ
る
場
合
の
協
議
離
婚
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
対
応
で
き
る

(118) 

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
ま
で
、
実
務
サ
イ
ド
に
言
わ
し
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
日
本
人
配
偶
者
が
国
外
に
転
出
し
、
我
が

国
に
常
居
所
が
認
定
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
外
国
人
配
偶
者
に
つ
い
て
、
我
が
国
に
常
居
所
が
あ
る
も
の
と
認
定
で
き
る
場
合
で
あ

れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
在
留
資
格
及
び
在
留
期
間
を
記
し
た
外
国
人
登
録
書
並
に
旅
券
の
写
し
の
添
附
に
よ
り
、
通
達
が
定
め
る
外
国
人
の

常
居
所
の
認
定
要
件
上
、
外
国
人
配
偶
者
が
日
本
に
常
居
所
を
有
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
協
議
離
婚
届
け
を
受
理
し
て

差
し
支
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
」
と
し
、
こ
の
場
合
は
日
本
法
が
「
①
配
偶
者
の
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
、
②
外
国
人
配
偶
者
の
常

居
所
が
日
本
に
在
る
こ
と
、
③
当
事
者
双
方
が
日
本
法
に
よ
る
協
議
離
婚
に
合
意
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
が
離
婚
当
事
者
の
一
方
の
本

•(119) 

国
法
で
あ
る
日
本
法
で
あ
る
こ
と
等
」
に
よ
り
当
該
夫
婦
の
密
接
関
連
法
と
な
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
一
六
条
の
「
最
密
接

関
係
地
法
」
が
日
本
法
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
窓
口
で
協
議
離
婚
届
け
が
受
け
取
ら
れ
た
例
と
し
て
、
「
韓
国
人
夫
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
妻
の

(180)

（

181) 

協
議
離
婚
」
、
「
連
合
王
国
人
夫
と
ア
メ
リ
カ
人
妻
の
協
議
離
婚
」
な
ど
の
驚
く
べ
き
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
日
本

の
離
婚
届
の
方
式
に
従
っ
て
離
婚
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
な
り
不
安
定
な
日
本
と
の
つ
な
が
り
だ
け
を
も
と
に
し
て
、
世
界
に
類
の

な
い
安
易
な
離
婚
制
度
で
あ
る
「
日
本
の
協
議
離
婚
制
度
」
の
適
用
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
、
窓
口
は
日
本
の

戸
籍
簿
自
体
に
関
わ
る
必
要
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
外
国
人
同
士
の
夫
婦
に
日
本
の
戸
籍
が
あ
る
は
ず
が
な
い
の
は
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
。

法
例
改
正
と
渉
外
戸
籍
の
対
応
を
「
戸
籍
主
義
」
と
断
じ
て
批
判
す
る
意
見
に
接
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
も
超
え
て
「
協

議
離
婚
至
上
主
義
」
が
採
ら
れ
て
い
る
と
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

関
法

四
九
六

（
七
四
八
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こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
協
議
離
婚
届
け
が
提
出
さ
れ
る
べ
き
状
況
が
考
え
ら
れ
る
ほ
と
ん
ど
総
て
の
場
合
に
、
法
例
一
六
条

の
双
方
主
義
の
精
神
を
巧
み
に
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戸
籍
窓
口
の
実
務
は
日
本
法
を
準
拠
法
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
協
議
離
婚
届
け
が
提
出
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
れ
が
戸
籍
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
一
方
の
当
事

者
が
日
本
人
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
こ
と
は
容
易
に
予
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
比
較
法
的
に
見
て
例
外
的
と

さ
れ
る
離
婚
の
方
法
で
あ
る
我
が
国
の
協
議
離
婚
制
度
の
適
用
範
囲
を
こ
こ
ま
で
拡
大
し
て
良
い
か
と
い
う
実
質
的
な
議
論
に
加
え
て
、

そ
う
し
た
制
度
の
運
営
の

（
拡
大
方
向
で
の
）
容
易
化
の
た
め
に
改
正
法
例
の
趣
旨
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
良
い
か
否

か
は
非
常
に
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
既
述
の
如
く
、
協
議
離
婚
制
度
の
拡
張
は
、
比
較
法
的
視
点
か
ら
跛
行
婚
を
招
く
危

険
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
適
用
範
囲
に
お
い
て
も
、
裁
判
管
轄
の
歯
止
め
が
効
か
な
い
。
こ
れ
は
、
英
米
法
系
の
諸
国
が
、
管
轄
判

断
を
準
拠
法
判
断
と
一
元
化
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
実
現
し
て
き
た
自
国
離
婚
制
度
の
抑
制
的
な
適
用
姿
勢
と
は
正
反
対
の
も
の
と
い
え

よ
う
。
こ
う
し
た
英
米
法
的
処
理
は
一
方
主
義
で
あ
る
が
ゆ
え
に
国
際
性
に
欠
け
る
と
の
安
易
な
批
判
が
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
各
国
の
離
婚
制
度
間
の
分
岐
の
深
さ
を
考
慮
に
入
れ
た
―
つ
の
知
恵
の
あ
る
対
応
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
わ
が
国
は
、
双
方
主
義
に
よ
る
普
遍
的
な
立
場
を
準
拠
法
選
択
に
お
い
て
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
選
択
規
則
自
体
が
自

国
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
管
轄
の
ル
ー
ル
が
事
件
と
わ
が
国
と
の
関
連
性
に

つ
い
て
基
礎
付
け
を
与
え
な
い
と
き
、
そ
の
普
編
主
義
的
双
方
的
抵
触
規
定
は
ま
さ
に
無
限
定
の
空
間
に
放
り
出
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
れ
が
、
協
議
離
婚
制
度
の
適
用
と
い
う
問
題
を
通
し
て
発
生
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
理
論
的
に
、
ま
だ
詰
め
ら
れ
る
べ
き

問
題
を
多
く
残
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
務
は
一
人
歩
き
を
始
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

六

ま
た
、
離
婚
問
題
が
訴
訟
と
な
る
場
面
に
お
い
て
も
、
通
常
は
、
当
事
者
の
少
な
く
と
も
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
か
日
本
に
常
居
所

（
七
四
九
）



動
態
統
計
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
離
婚
総
数
は
約
一
七
万
千
件
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
九

0
・
八
％
は
全
く
国
家
機
関
の
関
与
の
な

い
協
議
離
婚
で
、
八
・
三
％
が
調
停
離
婚
、

0
・
九
％
が
裁
判
離
婚
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
離
婚
の
大
部
分
を
占
め

る
協
議
離
婚
制
度
の
実
態
に
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、

り
形
成
さ
れ
発
展
し
て
き
た
離
婚
届
の
「
不
受
理
申
出
制
度
」
に
典
型
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
離
婚
届
に
い
っ
た
ん
は
署
名
・
押
印

し
た
が
、
意
思
を
翻
し
た
こ
と
に
よ
る
「
翻
意
に
よ
る
不
受
理
申
出
」
と
相
手
方
が
勝
手
に
離
婚
届
を
出
す
こ
と
を
防
ぐ
「
予
防
的
な
不

受
理
申
出
」
の
二
種
類
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
利
谷
信
義
教
授
に
よ
れ
ば
、

(182) 

る
と
い
う
。
ま
た
、
協
議
離
婚
の
利
用
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
協
議
離
婚
制
度
の
現
状
を
肯
定
す
る
も
の
は
一
九
％
に
止
ま
り
、

現
状
を
否
定
す
る
意
見
が
六

0
％
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
が
男
女
の
力
関
係
の
不
平
等
で
あ
り
、
第
二
が
離
婚
後

(183)

（

181) 

の
母
子
の
生
活
保
障
の
弱
さ
に
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
デ
ー
タ
的
に
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
現

行
協
議
離
婚
制
度
の
問
題
点
を
包
括
的
に
指
摘
す
れ
ば
依
田
精
一
教
授
の
次
の
著
述
に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

八 を
有
す
る
場
合
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
述
し
た
こ
と
と
合
せ
て
考
え
れ
ば
、
改
正
さ
れ
た
法
例
一
六

条
に
よ
り
準
拠
法
と
し
て
日
本
法
が
選
択
さ
れ
る
確
率
は
極
め
て
高
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
、
果
た
し
て
妥
当
な
の
で
あ
ろ

第
三
順
位
の
連
結
点
で
あ
る
「
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
地
の
法
」
も
、
日
本
で
事
件
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
以
上
、
日
本
と

最
も
密
接
に
関
係
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
し
、
裁
判
官
と
し
て
も
日
本
法
適
用
の
便
宜
か
ら
日
本
法
を
最
密
接
関
係
地
法
と
し
て
準

拠
法
と
す
る
方
向
へ
流
れ
や
す
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
日
本
の
協
議
離
婚
制
度
は
決
し
て
誇
る
べ
き
制
度
で
は
な
い
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

う
か
？

「
現
行
協
議
離
婚
制
度
は
、
個
人
の
離
婚
の
自
由
を
最
大
限
に
保
障
し
た
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ん
ら
の
制
約
無
し
に
当
事

関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

一
九
八
五
年
に
お
い
て
は
二
六
四

0
八
件
も
用
い
ら
れ
て
い

一
九
五
二
年
以
来
法
務
省
の
通
達
に
よ

一
九
九
二
年
度
の
厚
生
省
の
人
口
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ろ
う
か
？

協
議
離
婚
と
管
轄
判
断
の
無
関
係
性

必
然
的
に
生
じ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

四
九
九

者
の
力
関
係
に
自
由
を
委
ね
る
な
ら
ば
、
弱
者
に
過
酷
な
結
果
を
生
じ
る
。
そ
れ
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
強
者
を
押
さ
え

弱
者
を
支
え
る
制
度
を
周
辺
か
ら
補
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
行
協
議
離
婚
制
度
で
は
、
そ
の
よ
う
な
工
夫
は
全
く

な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
婚
姻
制
度
か
ら
離
婚
制
度
ま
で
政
策
に
一
貫
し
て
弱
者
保
護
の
視
点
を
欠
い
て
い
る
こ
と
か
ら

そ
こ
で
、
真
の
離
婚
の
自
由
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
離
婚
当
事
者
の
平
等
性
を
確
保
し
、
離
婚
後
の
生
活
保
障
を
ま
ず
当

事
者
間
で
で
き
る
限
度
ま
で
解
決
す
る
制
度
を
必
要
と
す
る
。
国
家
か
ら
の
干
渉
、
介
入
を
排
除
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
、
離
婚
の

自
由
の
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
現
在
の
男
女
不
平
等
、
社
会
福
祉
の
貧
困
な
ど
の
社
会
体
制
の
欠
陥
を
前
提
と

す
る
限
り
限
界
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
現
存
体
制
の
改
革
を
憲
法
原
理
に
し
た
が
っ
て
実
現
し
て
行
く
こ
と
に
し
か

（応）

根
本
的
な
解
決
は
な
い
だ
ろ
う
。
」

少
な
く
と
も
、

日
本
の
現
行
協
議
離
婚
制
度
は
、
制
度
自
体
の
優
越
性
を
理
由
と
し
て
、
適
用
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
が
重
要
な
意
義

や
強
い
説
得
力
を
有
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
は
と
て
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

第
三
節

裁
判
管
轄
が
あ
れ
ば
、
後
は
法
廷
地
法
を
適
用
し
て
離
婚
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
図
式
が
特
に
英
米
法
系
の
国
々
で
今
日
で
も
底

流
を
な
す
考
え
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
我
が
国
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ

離
婚
の
準
拠
法
の
決
定
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
、
形
式
的
に
は
双
方
的
抵
触
規
定
を
採
用
し
て
い
る
わ
が
国
で
は
、
事
案
の
個
性
に

（
七
五
一
）
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応
じ
た
準
拠
法
の
決
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
管
轄
権
の
決
定
に
際
し
て
か
な
り
緩
や
か
で
あ
っ
て
も
そ
れ
自
体
が
す
ぐ
に
不
正

義
に
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
と
抽
象
的
に
は
言
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
手
続
法
的
な
側
面
か
ら
の

当
事
者
間
の
衡
平
と
い
っ
た
視
点
の
み
が
際
立
っ
て
強
調
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
一
応
の
管
轄
原
則
を
定
立

し
た
と
さ
れ
る
最
高
裁
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
五
日
大
法
廷
判
決
は
、
原
告
で
あ
る
妻
は
元
日
本
人
で
あ
り
、
旧
法
下
の
朝
鮮
人
で
あ
る
夫

一
五
年
を
経
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
か
な
り
特
殊
な
事
例
に
関
す
る
も
の
で
あ

か
ら
離
婚
の
承
諾
を
受
け
て
自
ら
日
本
に
帰
国
し
、

(186) 
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
は
、
被
告
の
住
所
地
管
轄
を
原
則
と
し
つ
つ
、
原
告
が
「
遺
棄
」
さ
れ
た
場
合
や
被
告
が
「
行
方
不
明
」
の
場

合
な
ど
に
は
、
「
わ
が
国
に
住
所
を
有
す
る
外
国
人
」
に
対
し
て
管
轄
を
認
め
な
い
と
、
わ
が
国
の
法
律
に
よ
っ
て
も
離
婚
の
請
求
権
を

有
す
べ
き
者
の
身
分
関
係
に
十
分
な
保
護
を
与
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
国
際
私
法
的
な
生
活
に
お
け
る
正
義
衡
平
の
理
念
に
も
と
る
結
果

を
招
く
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
こ
の
判
決
の
直
後
、
最
高
裁
は
、
合
衆
国
軍
属
と
し
て
単
身
日
本
に
来
て
永
住
の
意
思
を
有
す
る
夫
か
ら

の
、
日
本
に
来
た
こ
と
が
な
い
妻
に
対
す
る
離
婚
請
求
に
つ
い
て
、
遺
棄
、
行
方
不
明
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に
は
該
当
し
な
い
と

(187) 

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
決
で
は
、
国
籍
に
基
づ
く
離
婚
訴
訟
の
裁
判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
関
し
て
は
何
も
判
断
さ
れ

(188) 

て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
本
国
管
轄
を
基
準
と
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
国
際
民
事
訴
訟
法
的
視
点
か
ら
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
て

(189) 

お
り
、
こ
の
被
告
の
住
所
地
を
原
則
す
る
判
決
に
お
い
て
ル
ー
ル
化
が
完
了
し
て
お
り
、
本
国
管
轄
は
不
要
と
す
る
見
解
の
が
現
在
は
む

(190) 

し
ろ
支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
国
際
裁
判
管
轄
の
一
般
的
ル
ー
ル
に
引
き
寄
せ
る
か
た
ち
で
離
婚
訴
訟
の
国
際
裁
判
管
轄
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
双
方
的

抵
触
規
定
に
よ
る
法
選
択
規
則
の
理
念
的
な

anational
化
に
伴
い
、
国
際
裁
判
管
轄
の
問
題
が
そ
れ
と
は
別
個
独
立
の
枠
組
み
を
も
っ

て
し
か
捕
ら
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
の
―
つ
の
帰
結
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
と
の
理
論
的
整
合
性
に
お
い
て
、

関
法
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国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

五
〇

国
際
裁
判
管
轄
の
理
論
的
基
礎
付
け
に
お
い
て
も
わ
が
国
の
通
説
に
お
け
る
よ
う
に
可
能
な
限
り
普
遍
主
義
的
な
理
論
的
構
成
を
前
面
に

(191) 

押
し
出
し
て
行
く
の
が
一
貫
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
現
実
の
運
用
に
お
い
て
内
外
国
法
平
等
の
理
想
と
か
な
り
か
け
離
れ
た
歪
め
ら
れ
た
離
婚
に
お
け
る
準
拠
法
選
択
に
、
普
遍

主
義
的
構
成
の
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

（四）

れ
る
。
こ
と
に
、
わ
が
実
質
法
に
お
け
る
離
婚
法
制
の
比
較
法
的
視
点
か
ら
の
特
殊
性
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
直
接
管
轄
は
自
制
的
で
あ

る
こ
と
が
国
際
的
な
配
慮
と
い
う
点
か
ら
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
婚
姻
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
の
全
て
の
国
家

に
お
い
て
、
そ
の
枠
組
み
の
内
部
で
国
籍
と
い
う
基
準
を
基
礎
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
し
か
も
そ
れ
が
当
該
国
家
に

(193) 

と
っ
て
の
社
会
秩
序
及
び
倫
理
観
の
視
点
か
ら
今
日
で
も
非
常
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
を
国
籍
と
全
く
切

り
離
し
て
考
え
る
こ
と
に
ど
の
程
度
の
正
当
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
疑
問
は
多
い
。

国
際
離
婚
の
必
要
性
が
問
題
と
な
る
場
面
を
想
定
す
る
と
、
夫
婦
の
国
籍
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
は
そ
の
本
国
で
通
常

は
離
婚
を
認
め
て
も
ら
う
必
要
性
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
者
の
婚
姻
関
係
は
通
常
は
本
国
法
に
お
け
る
身
分
的
地
位
を
起

(194) 

点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
国
に
帰
国
す
る
意
思
が
な
く
、
現
在
の
住
所
（
常
居
所
）
に
お
い
て
永
久
的
に
生
活

関
係
を
営
も
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
住
所
地
国
で
正
式
の
離
婚
が
認
め
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
場
合
も
少
く
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
婚
姻
が
、
「
跛
行
婚
」
に
な
る
こ
と
は
一
般
論
又
は
理
念
論
と
し
て
は
防
止
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
具
体
的
な
場
面
で
そ

れ
を
持
ち
出
せ
ば
す
べ
て
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
婚
姻
が
現
在
の
と
こ
ろ
各
国
家
に
よ
っ
て
各
国
民
の
身
分
法
上
の

地
位
と
し
て
個
別
的
に
捕
捉
さ
れ
て
お
り
そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
国
籍
を
異
に
す
る
夫
婦
の
離
婚
に
お
い
て
跛
行
婚
が
あ

(195) 

る
程
度
生
ず
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
を
私
法
的
制
度
で
あ
る
と
す
る
点
で

（
七
五
三
）



り
得
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

の
本
国
に
お
い
て
当
然
に
承
認
さ
れ
る
と
い
う
前
提
が
欠
け
て
い
る
場
面
で
は
、

非
常
に
不
安
定
な
状
態
に
必
然
的
に
お
か
れ
る
こ
と
に

四

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

（
七
五
四
）

世
界
の
大
勢
は
一
致
す
る
も
の
の
、
私
法
的
関
係
に
お
い
て
も
そ
の
性
格
に
応
じ
て
国
家
に
よ
る
関
与
の
強
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
と

(196) 

い
う
べ
き
で
あ
り
、
婚
姻
は
そ
の
中
で
は
国
家
と
の
関
連
性
の
非
常
に
強
い
制
度
で
あ
る
と
現
状
で
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

ほ
と
ん
ど
総
て
の
国
に
お
い
て
婚
姻
は
、
何
ら
か
の
形
で
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
、
国
家
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
法
に
適
合
し
た
も
の
と
し
て
国
家
に
よ
り
公
的
に
承
認
さ
れ
た
男
女
の
継
続
的
な
結
合
関
係
の
み
が
、
婚
姻

(197) 

と
い
う
法
概
念
で
捕
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
双
方
的
抵
触
規
定
に
よ
り
法
廷
地
法
以
外
の
準
拠
法
を
選
択
し
て
離
婚
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
離
婚
が
当
事
者

な
る
。
こ
と
に
、
離
婚
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
制
度
間
の
差
は
大
き
く
、
世
界
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
承
認
要
件
を
明
確
化
・
平
準
化
す
る

(198) 

こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
承
認
制
度
と
の
関
連
で
、
国
際
離
婚
を
論
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
が
こ
こ
に
存
在
す
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
裏
面
か
ら
見
れ
ば
、
当
該
当
事
者
の
本
国
に
お
い
て
離
婚
が
法
的
に
正
式
な
も
の
と
さ
れ
る
限
り
、
外
国
に
お
い
て
離
婚

が
認
め
ら
れ
な
く
て
も
、
そ
れ
は
離
婚
を
望
ん
で
自
国
で
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
意
外
に
影
響
が
少
な
い
こ
と
も
あ

現
状
で
は
、
婚
姻
は
、
当
事
者
た
ち
の
意
思
に
よ
り
故
意
に
跛
行
的
に
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
で

(199) 

あ
り
、
法
的
に
も
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
に
つ
い
て
強
い
政
策
が
特
に
採
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
。

つ
ま
り
、
自
国
の
離
婚
に
関
す
る
法
を
正
当
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
国
際
結
婚
の
夫
婦
の
一
方
た
る
自
国
民
が
離
婚
を

求
め
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
離
婚
訴
訟
の
管
轄
は
広
く
認
め
て
も
、
現
状
の
婚
姻
制
度
の
あ
り
方
を
起
点
と
す
れ
ば
大
き
な
矛
盾
は
存

在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
の
場
合
に
は
、
協
議
離
婚
と
い
う
極
め
て
安
易
な
形
式
の
離
婚
の
存
在
の
た
め
、
こ
の
あ
た
り
の
事

情
が
明
確
に
な
ら
な
い
嫌
い
は
あ
る
が
、
離
婚
法
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
当
事
者
が
自
国
民
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
者
に
と
っ
て

関
法
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国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
害

離
婚
の
承
認
の
問
題
も
、
特
に
、
独
自
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
離
婚
を
承
認
す
べ
き
か
否
か
は
あ
く
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の

国
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

効
力
を
持
て
ば
、
そ
れ
で
抽
象
的
に
は
十
全
の
力
を
備
え
て
い
る
と
い
い
得
る
。
そ
れ
が
他
国
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の

は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
り
、
被
告
の
財
産
不
足
な
ど
の
現
実
的
・
具
体
的
な
事
情
に
よ
り
判
決
国
内
で
そ
れ
が
十
分
に
功
を
奏
さ
な
い
と

れ
る
べ
き
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

婚
姻
が
当
事
者
の
本
国
に
よ
る
何
ら
か
の
公
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
実
際
に
当
事
者
が

生
活
の
基
盤
を
本
国
と
は
別
の
国
に
お
い
て
い
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
婚
姻
が
そ
の
国
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
が
当
事
者
に

と
っ
て
最
大
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
婚
姻
は
、
継
続
的
・
日
常
的
な
法
的
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
く
に
平
常
の
生
活
を
送
っ

て
い
る
国
に
お
い
て
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
国
の
他
に
常
居
所
が
連
結
点
と
し
て
重
視
さ

第
四
節
婚
姻
に
対
す
る
国
家
の
関
与
と
跛
行
婚

゜
、つ れ

る
衡
平
法
上
の
訴
え
に
よ
り
、

都
合
の
良
い
判
決
が
常
に
与
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
も
、
職
権
探
知
が
働
く
場
面
で
あ
る
か
ら
応
訴
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
不
当

な
敗
訴
と
な
る
可
能
性
も
、
理
論
上
は
他
の
民
事
事
件
と
の
比
較
に
お
い
て
は
は
る
か
に
低
い
と
い
う
こ
と
ま
で
は
い
え
よ
う
。
離
婚
訴

訟
は
、

日
本
で
も
人
事
訴
訟
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
捕
ら
え
ら
れ
る
が
、
英
米
法
に
お
い
て
も
離
婚
訴
訟
の
開
始
は
、

petittion
と
呼
ば

一
般
の
訴
訟
に
お
け
る
c
l
a
i
m
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
直
接
管
轄
や
間
接
管
轄
を
考
え
る
に

(200) 

当
た
っ
て
も
、
必
ず
し
も
一
般
の
民
事
事
件
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
は
、
十
分
傾
聴
に
値
し
よ

つ
ま
り
、
金
銭
判
決
は
、
ど
こ
の
国
で
下
さ
れ
よ
う
と
そ
の
一
国
で
さ
え
で

五
0
三
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以
上
、
や
や
冷
や
や
か
に
改
正
法
例
一
六
条
と
そ
れ
に
乗
っ
か
っ
た
形
で
運
営
さ
れ
つ
つ
あ
る
協
議
離
婚
制
度
の
渉
外
的
場
面
で
の

適
用
を
見
て
き
た
。

筆
者
の
意
図
は
、
こ
こ
で
、
法
廷
地
法
た
る
日
本
法
が
離
婚
の
準
拠
法
と
な
る
場
合
が
、
法
例
改
正
の
結
果
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

自
体
に
つ
い
て
の
当
否
を
、
直
接
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
離
婚
の
準
拠
法
と
し
て
法
廷
地
法
を
よ
り
重
視
し

第

五

節

小

括

に
つ
い
て
更
に
考
察
を
進
め
て
行
き
た
い
。

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

い
う
場
合
に
の
み
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
婚
姻
制
度
が
各
国
家
独
自
の
何
ら
か
の
法
的
な
管
理
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
現
状

に
お
い
て
、
あ
る
国
が
離
婚
を
認
め
て
も
他
の
国
で
は
そ
れ
を
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
で
守
ら
れ
る
べ
き
そ
の
国
独
自
の
法
政
策
あ
る
い

は
法
倫
理
が
あ
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
、
そ
う
し
た
法
政
策
や
法
倫
理
が
む
し
ろ
対
立
し
や
す
い
離
婚
と
い
う
場
面
に
お
い
て
は
、

国
際
私
法
に
い
う
「
跛
行
婚
」
は
む
し
ろ
必
然
的
に
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
環
境
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
状
況
が
、
離
婚
の
分
野

に
お
い
て
、
特
に
外
国
離
婚
承
認
の
問
題
に
つ
い
て
の
各
国
の
関
心
を
先
鋭
に
し
た
と
言
え
る
し
、
お
互
い
の
婚
姻
に
対
す
る
関
与
の
範

囲
に
つ
い
て
、
過
敏
な
ま
で
に
管
轄
に
お
い
て
は
自
制
的
に
な
り
、
か
つ
他
国
の
離
婚
判
決
に
つ
い
て
厳
格
な
要
件
を
課
す
る
と
い
う
こ

と
を
押
し
進
め
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
純
粋
に
私
法
的
な
も
の
と
し
て
き
れ
い
に
サ
ビ
ニ
ー
流
の
双
方
的
抵
触
規
定
に
本

来
う
ま
く
な
じ
め
な
か
っ
た
基
本
的
な
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
実
際
的
な
考
慮
に
よ
る
特
に
西
欧
各
国
の
国
際
的
離
婚
法
制
に
お
け
る
知
恵
の
蓄
積
が
、
わ
が
国
で
は
理
念
的
な
割
り
切
り

を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
り
十
分
に
承
継
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
が
特
に
危
惧
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
問
題

関
法
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国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

道
に
戻
す
べ
き
理
論
構
築
を
試
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

功
し
た
と
評
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

五
0
五

(201) 

て
い
く
考
え
方
自
体
に
そ
れ
な
り
の
正
当
性
が
あ
る
こ
と
は
歴
史
的
に
も
比
較
法
的
に
も
証
明
済
み
で
あ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

本
稿
が
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
れ
が
法
例
改
正
に
お
い
て
真
に
意
図
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に

(102) 

関
し
て
、
起
草
過
程
か
ら
そ
う
し
た
議
論
を
窺
う
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
「
否
」
で
あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
意
図
し
た
の
と
異
な
っ
た
結
果
が
実
際
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
立
法
と
し
て
は
稚
拙
で
あ
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
最
初
か
ら
そ
う
し
た
実
務
運
用
の
抜
け
道
を
巧
み
に
計
略
し
な
が
ら
も
、
理
論
的
な
一
応
の
正
当
性
を
西
欧
法
の
傾
向
と
一
致
す

る
外
観
に
よ
っ
て
目
を
暗
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
厳
し
い
現
実
問
題
に
批
判
の
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
の
に
成

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
冷
徹
な
分
析
を
更
に
加
え
て
い
く
こ

と
は
、
時
す
で
に
遅
き
に
失
し
た
観
は
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
協
議
離
婚
制
度
の
こ
の
よ
う
な
暴
走
も
ま
た
意
図
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
「
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
点
で
学
説
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
正
常
な
軌

ま
ず
、
非
常
に
基
本
的
な
問
題
か
ら
議
論
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
、
池
原
季
雄
教
授
は
「
外
国
人
は
日
本
に
お
い
て
協
議
上

の
離
婚
な
い
し
調
停
に
よ
る
離
婚
を
な
し
得
る
か
」
と
自
ら
疑
問
を
呈
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
法
例
一
六
条
で
は
離
婚
は
原
則
と
し
て
離

婚
原
因
発
生
当
時
の
夫
の
本
国
法
〔
旧
法
例
一
六
条
〕
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
協
議
上
の
離
婚
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の

際
夫
が
日
本
国
籍
を
持
つ
限
り
（
無
国
籍
の
時
は
住
所
が
、
無
住
所
の
時
は
居
所
が
日
本
に
あ
る
限
り
）
、
日
本
法
に
従
っ
て
協
議
離
婚

(203) 

し
得
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
」
と
解
答
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
答
え
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

む
し
ろ
、
協
議
離
婚
は
双
方
的
な
抵
触
規
定
に
の
せ
ず
に
、
純
粋
に
国
内
的
な
離
婚
に
の
み
適
用
さ
れ
る
べ
き
制
度
と
の
位
置
づ
け
を

（
七
五
七
）



第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

五
0
六

(204) 

与
え
る
こ
と
は
理
論
的
に
絶
対
に
不
可
能
な
の
か
ー
と
い
う
の
が
筆
者
の
根
本
的
な
疑
問
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

日
本
法
を
論
じ
る
に
あ
っ
た
て
、

こ
の
問
題
に
対
し
て
、

（
七
五
八
）

日
本
で
は
協
議
離
婚
制
度
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
協
議
離
婚
も
当
然
に
視
野
に
入
れ
て
こ
の
問
題
は
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
国
際
裁
判
管
轄
と
の
関
連
性
も
当
然
考
慮
す
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
離
婚
の
問
題
に
つ
い
て
、
裁

(205) 

判
管
轄
の
問
題
が
準
拠
法
選
択
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
多
く
の
外
国
法
の
示
す
と
こ
ろ
で
も
あ
る

日
本
の
特
殊
性
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
日
本
の
学
説
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
非
難
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
国
際
私
法
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
日
常

生
活
に
お
け
る
生
の
価
値
観
か
ら
若
干
距
離
を
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
法
律
を
、
特
に
理
論
的
な
側
面
か
ら
論
ず
る
と
き
、
ど
こ
か

に
日
本
は
西
欧
諸
国
と
等
質
の
社
会
で
あ
る
と
の
前
提
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
潜
入
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
覚
を
筆
者
個
人
と

日
本
に
お
い
て
協
議
離
婚
が
社
会
的
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
の
国
際
私
法
の
学
説
が
本
格
的
に
論
じ
る
こ
と
は
以
外
に
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に

反
し
て
、
行
政
は
、
戸
籍
窓
口
の
実
務
処
理
と
い
う
観
点
か
ら
常
に
こ
の
問
題
に
最
大
限
の
注
意
を
払
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

法
例
改
正
に
際
し
て
、
協
議
離
婚
が
渉
外
的
な
場
面
で
大
き
く
そ
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
拡
張
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
に
つ
い

て
の
当
否
を
論
ず
る
こ
と
も
ま
た
、
こ
こ
で
は
籠
者
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
、
そ
れ
が
本
当
に
法
例

改
正
に
お
い
て
意
図
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
う
点
に
疑
問
を
向
け
た
い
だ
け
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
目
的
で
あ
っ
た
と
す

し
て
は
拭
い
さ
れ
な
い
気
が
す
る
。

関
法

結

論

に

か

え

て



四

国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

う
同
じ
法
律
の
条
文
上
の
概
念
か
ら
派
生
し
た
解
釈
な
の
で
あ
る
。

五
0
七
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六
五
年
に
は
約
四
一
六

0
件
で
あ
っ
た
国
際
結

そ
れ
ら
は
何
れ
も
ま
さ
に
法
例
一
六
条
と
い

れ
ば
、
現
状
は
、
少
な
く
と
も
立
法
と
し
て
成
功
し
た
と
評
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一

0
条
は
、

フ
ラ
ン
ス
法

の
優
越
の
姿
勢
上
に
成
り
立
つ
、
あ
る
意
味
で
「
鼻
持
ち
な
ら
な
い
」
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
議
論
を
尽

く
し
そ
れ
を
承
知
の
上
で
一
―
―

1
0条
を
立
法
化
し
た
と
一
応
評
価
で
き
る
。
も
し
、
日
本
の
学
説
が
協
議
離
婚
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
を

尽
く
さ
な
か
っ
た
結
果
、
意
に
反
し
た
結
果
を
招
来
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
学
説
の
大
き
な
責
任
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
性

を
察
知
し
て
、
議
論
を
通
じ
て
実
務
を
抑
制
す
る
機
能
を
期
待
で
き
る
の
は
、
日
本
に
お
い
て
学
説
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

改
正
法
例
一
六
条
に
お
け
る
重
要
な
連
結
概
念
で
あ
る
「
常
居
所
」
と
「
最
密
接
関
係
地
」
の
定
義
に
関
し
て
、
実
務
に
先
に
手
を

つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
将
来
大
き
な
痛
手
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
は
、
そ
し
て
学
説
は
、
そ
の
よ
う
な
定
義
を
受
け
入
れ

（郷）

な
い
で
あ
ろ
う
し
、
実
務
側
に
そ
う
し
た
こ
と
を
行
う
権
限
は
な
い
と
冷
笑
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
、
日
本
の
社

会
に
お
い
て
、
国
際
結
婚
の
カ
ッ
プ
ル
は
協
議
離
婚
制
度
を
利
用
し
て
離
婚
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
彼
ら
が
協
議
離
婚
を
で

き
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
決
し
て
学
説
・
判
例
が
本
来
こ
う
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
義
し
た
「
常
居
所
」
概
念
で
も
「
最
密
接

関
係
地
」
概
念
で
も
な
く
、
通
達
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
ま
た
実
務
家
が
書
い
た
解
説
の
そ
れ
が
、
非
常
に
大
き
な
支
配
力
を
有
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
学
問
的
に
正
し
い
と
さ
れ
る
概
念
の
定
義
と
、
実
際
の
渉
外
協
議
離
婚
実
務
を
支
配
す
る
概
念
の
定
義
と
を
こ
れ
か
ら

も
ダ
プ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
持
ち
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

協
議
離
婚
は
、
渉
外
的
な
離
婚
に
あ
ま
り
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
そ
れ
ほ
ど
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

意
見
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
体
的
な
統
計
は
つ
か
め
な
い
も
の
の
、
非
常
に
憂
慮
す
べ
き
事
実
が
最
近
の
新
聞
を
賑
わ
せ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
国
際
結
婚
の
急
増
で
あ
る
。
厚
生
省
の
統
計
に
よ
れ
ば
、

（
七
五
九
）



ま
ず
理
論
的
に
は
、
日
本
の
協
議
離
婚
制
度
の
適
用
を
「
日
本
に
共
通
常
居
所
を
有
す
る
双
方
共
が
日
本
人
の
夫
婦
」
に
の
み
限
定
す

五

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

五
0
八
（
七
六
0
)

（加）

一
九
九
二
年
に
は
約
二
五
八
六
0
件
に
増
加
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
五
倍
以
上
の
増
加
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
に
入
管
法
上
の
配
偶
者
資
格
で
入
国
し
た
人
数
も
、
九

0
年
に
は
韓
国
・
中
国
・
タ
イ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
合
わ
せ
て
二
四
九

(208) 

七
名
で
あ
っ
た
の
が
、
九
三
年
に
は
四
四
五
一
人
に
急
増
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
国
際
結
婚
の
増
加
そ
の
も
の
に
つ
い
て
目
く
じ
ら
を

立
て
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
影
で
悪
質
な
業
者
が
暗
躍
し
て
い
る
こ
と
は
最
早
周
知
の
事
実
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
本
稿
の
視
点
か
ら
は
、
最
も
恐
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
の
安
易
な
協
議
離
婚
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
結

婚
の
外
国
人
配
偶
者
が
非
常
に
不
利
な
立
場
に
た
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
報
道
が
、
か
な
り
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
人
男
性
と
韓
国
人
女
性
の
夫
婦
が
結
婚
後
間
も
な
く
不
和
に
な
り
、
夫
が
離
婚
届
を
勝
手
に
届
け
、
女(209) 

性
が
配
偶
者
ビ
ザ
を
取
り
消
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
大
阪
市
生
野
区
に
あ
る
「
韓
国
人
救
援
セ
ン
タ
ー
」
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス

や
、
日
本
語
を
読
め
な
い
パ
キ
ス
タ
ン
人
の
男
性
が
「
署
名
し
た
の
が
離
婚
届
と
は
知
ら
ず
、
離
婚
の
意
思
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
前

(210) 

橋
地
裁
に
離
婚
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
勝
訴
し
た
事
件
な
ど
が
目
に
止
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
事
件
の
日
常
性
を
裏
付
け
る
よ

う
な
次
の
よ
う
な
記
載
を
九
四
年
―
一
月
一
九
日
の
朝
日
新
聞
の
記
事
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
『
日
本
人
と
結
婚
し
て
一
児
を
も
う
け
た
、
タ
イ
に
一
時
帰
国
し
て
か
ら
日
本
に
戻
る
と
、
夫
が
勝
手
に
離
婚
届
を
出
し
て
、

(211) 

リ
ピ
ン
の
女
性
と
結
婚
し
て
し
ま
っ
て
い
た
J

(
タ
イ
人
女
性
）
。
最
近
、
こ
う
し
た
相
談
が
目
立
っ
て
い
る
。
」

フ
ィ

少
な
く
と
も
、
日
本
の
協
議
離
婚
制
度
の
安
易
さ
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
外
国
人
配
偶
者
を
劣
悪
な
地
位
に
押
し
や
る
手
段
と
し
て
か
な

り
悪
い
方
向
で
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
す
べ
て
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
は
非
常
に
簡
明
な
立
法
論
側
面
を
も
含
め
た
提
言
を
し
た
い
。

婚
（
配
偶
者
の
一
方
が
日
本
人
）
は
、

関
法



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

し
、
窓
口
実
務
も
非
常
に
明
確
に
な
ろ
う
。

五
0
九
（
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
協
議
離
婚
制
度
の
空
間
的
適
用
範
囲
を
一
方
主
義
的
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

協
議
離
婚
制
度
の
比
較
法
的
に
特
異
な
日
本
的
離
婚
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
特
に
外
国
人
配
偶
者
の
人
権
保
障
、
お
よ

び
協
議
離
婚
制
度
が
純
粋
に
国
内
的
場
面
で
も
必
ず
し
も
満
足
の
い
く
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
十
分
に
理
由
の
あ
る
対

処
で
あ
る
と
考
え
る
。
副
次
的
な
効
果
と
し
て
、
協
議
離
婚
が
外
国
で
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
基
づ
く
跛
行
婚
発
生
防
止
が
期
待
で
き
る

し
か
し
、
そ
う
な
れ
ば
国
際
結
婚
の
夫
婦
は
、
特
に
双
方
が
離
婚
に
合
意
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
日
本
で
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
と

れ
ば
良
い
の
か
が
不
明
に
な
る
。
そ
こ
で
、
「
渉
外
離
婚
手
続
法
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
法
律
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
渉
外
離
婚
を
何

ら
か
の
形
で
「
裁
判
」
手
続
き
に
す
べ
て
載
せ
て
処
理
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
外
国
で
の
、
日
本
に
お
け
る
離
婚
の
承
認

等
に
関
し
て
も
こ
れ
に
よ
り
か
な
り
の
問
題
が
解
決
さ
れ
よ
う
。
特
に
、
わ
が
国
で
は
「
適
応
問
題
」
の
一
種
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た

「
調
停
」
「
審
判
」
に
よ
る
離
婚
を
外
国
法
が
要
求
す
る
「
裁
判
」
に
よ
る
離
婚
に
替
え
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
大
問
題
に
関
し
て
も
、
議

論
の
必
要
性
が
大
幅
に
減
少
す
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
法
例
一
六
条
自
体
を
さ
ら
に
改
正
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
提

言
す
る
意
味
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
、
あ
く
ま
で
法
例
一
六
条
の
実
質
的
な
解
釈
権
限
は
渉
外
離
婚
の
任
に
当
た
る
「
裁
判
所
」
に
一

元
的
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
提
言
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
に
論
じ
て
き
た
こ
と
は
、
浅
学
な
華
者
に
よ
る
覚
書
（
メ
モ
）

が
で
き
る
よ
う
こ
こ
に
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

で
あ
り
、
論
説
と
し
て
の
資
格
を
備
え
る
も
の
で
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
自
身
の
今
後
の
研
究
の
進
展
の
た
め
、
こ
こ
に
あ
え
て
公
表
し
、
諸
先
輩
の
忌
憚
の
な
い
ご
批
判
を
賜
る
こ
と



〔
附
記
〕

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

本
研
究
は
平
成
七
年
度
科
学
研
究
補
助
金
・
総
合
研
究
（
A
）
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
た
国
際
私
法
・
国
際
民
事
訴
訟
法
の
立
法
化
に
関
す
る

研
究
」
（
研
究
代
表
者
道
垣
内
正
人
）
の
成
果
発
表
の
一
部
で
あ
る
。

(
1
)

例
え
ば
、
澤
木
敬
郎
「
新
し
い
国
際
私
法
の
概
説
」
二
頁
以
下
・
澤
木
敬
郎
・
南
敏
文
編
『
新
し
い
国
際
私
法
ー
改
正
法
例
と
基
本
通
達

|
」
、
「
座
談
会
・
法
例
改
正
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
今
後
の
課
題
」
一
七
頁
以
下
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
三
号
(
-
九
八
九
）
等
参
照
。

(
2
)

改
正
法
例
一
四
条
（
婚
姻
の
効
力
）
参
照
。
一
四
条
は
、
一
五
条
一
項
（
夫
婦
財
産
制
）
、
一
六
条
（
離
婚
）
で
準
用
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

法
例
一
四
条
の
旧
規
定
は
「
婚
姻
ノ
効
カ
ハ
夫
ノ
本
国
法
二
依
ル
」
と
定
め
て
い
た
。

(
4
)

そ
の
他
に
、

L
e
n
n
a
r
t
為
lsson,
M
a
r
r
i
a
g
e
 a
n
d
 Divorce, C
h
a
p
.
 1
6
,
 
Vol. 
III, 
I
E
C
L
 (
1
9
7
8
)
,
 
H
e
l
e
n
e
 G
a
u
d
e
m
e
n
t
 ,
 Tallon, L
a
 d
e
s
u
n
i
o
n
 

d
u
 c
o
u
p
l
e
 e
n
 droit international prive, Recueil d
e
s
 c
o
u
r
s
 1
9
9
1
 ,
Iえ
d
血
加3畑
r
L血
〖
す
’
ス
p
l
t較5回
I広
加8伍
辻i
の
北
g
*
X曲m
e
Lて
4
多
昭
や
し
ト
2
0

(
5
)

上
野
雅
和
「
協
議
離
婚
の
改
善
策
に
つ
い
て
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
一
一
巻
二
号
一
三
五
頁
以
下
(
-
九
九
三
）
、
利
谷
信
義
・
石
井
美
智

子
「
日
本
の
離
婚
」
六
三
頁
以
下
•
利
谷
・
江
守
・
稲
本
編
『
離
婚
の
法
社
会
学
|
欧
米
と
日
本
』
(
-
九
八
八
）
等
参
照
。

(
6
)

民
法
七
六
五
条
一
項
。

(
7
)

民
法
七
六
五
条
二
項
。

(
8
)

し
か
し
、
現
実
に
こ
う
し
た
外
国
人
同
士
の
協
議
離
婚
が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
新
谷
雄
彦
「
離
婚
の
際
に
最
も
密
接
な
関

係
が
あ
る
地
が
日
本
で
あ
る
と
認
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
」
戸
籍
五
七
五
号
四
六
頁
以
下
(
-
九
九
一
）
参
照
。

(
9
)

第
一
ー
一
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
国
際
結
婚
の
カ
ッ
プ
ル
に
と
っ
て
も
日
本
の
協
議
離
婚
制
度
は
極
め
て
使
い
易
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
か

な
り
の
人
々
が
利
用
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

(10) 
F
r
a
n
c
o
i
s
 B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 D
r
o
i
t
 civil 
d
e
 la famille, 
t
o
m
e
 II, 
at p. 
3
8
8
 (
1
9
9
4
)
.
 

(11)

中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法
(
-
九
九
一
年
施
行
）
第
二
四
条
「
夫
婦
が
双
方
共
に
自
由
意
思
に
よ
り
離
婚
を
望
む
場
合
は
、
離
婚
を
認
め
る
。

両
当
事
者
は
婚
姻
登
記
機
関
に
離
婚
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
婚
姻
登
記
機
関
は
、
調
査
の
う
え
両
当
事
者
が
隔
日
に
自
由
意
思
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
子
及
び
財
産
の
問
題
に
つ
い
て
す
で
に
適
切
な
処
置
を
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
と
き
に
、
直
ち
に
離
婚
証
を
発
給

す
る
。
」
（
陳
宇
澄
『
中
国
家
族
法
の
研
究
ー
非
婚
生
子
を
契
機
と
し
て
ー
』
二

0
八
頁
(
-
九
九
四
）
参
照
。
）

関
法

五一

0

(
七
六



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

五

（七六一＿一）

(12)

大
韓
民
国
民
法
典
八
三
四
条
は
「
夫
婦
は
、
協
議
に
よ
り
離
婚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
更
に
八
＿
―
-
六
条
一
項
は
「
協
議
上
の
離
婚
は
、

家
庭
法
院
の
確
認
を
受
け
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
定
め
る
。
（
青
木
清
『
韓

国
家
族
法
の
改
正
1

新
旧
対
照
条
文
付
ー
』
二
八
頁
(
-
九
九

0
)
参
照
。
）

(13) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
3
8
8
・
 

(14) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 4
6
2
 ,
 47
9
.
 

(15)

塙
陽
子
『
家
族
法
の
諸
問
題
（
上
）
』
三
頁
以
下
(
-
九
九
三
）
は
、
わ
が
民
法
の
離
婚
制
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
わ
が
現
行
民
法
の
離
婚
規
定
は
世
界
で
も
比
類
な
く
自
由
主
義
的
傾
向
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

反
し
て
西
欧
諸
国
の
そ
れ
は
一
般
に
か
な
り
制
限
的
色
彩
を
有
す
る
も
の
の
如
く
思
わ
れ
る
。
」
ま
た
、
西
欧
婚
姻
法
の
研
究
に
当
た
っ
て
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
婚
姻
非
解
消
主
義
に
対
す
る
基
本
的
理
解
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
こ
と
も
的
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、

B
o
u
r
a
n
g
e
r
な
ど
比
較
法
的
に
は
圧
倒
的
な
世
界
的
通
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 4
6
8
)

が、

わ
が
民
法
の
改
正
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
更
に
離
婚
を
容
易
に
す
る
方
向
で
の
提
案
（
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
婚
姻
制
度
等
に
関
す
る
民

法
改
正
要
綱
試
案
」
家
月
四
六
巻
七
号
一
四
二
頁
）
が
有
力
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
こ
の
こ
と
が
十
分
に
認
識

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
印
象
を
筆
者
は
持
っ
て
い
る
。

な
お
正
に
こ
の
点
に
関
し
て
一
九
九
―
―
一
年
の
私
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
婚
姻
法
の
改
正
」
で
興
味
あ
る
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
私
法
五
六
号
六

O
I六
三
頁
(
-
九
九
四
）
参
照
）
。

(16)

西
原
道
雄
「
報
告
②
離
婚
原
因
ー
そ
の

1
」
八
五
頁
以
下
・
日
本
家
族
〈
社
会
と
法
〉
学
会
編
『
家
族
〈
社
会
と
法
〉
一
九
九
二
』
は
、
民
法

七
七

0
条
の
改
正
を
論
ず
る
に
当
た
り
次
の
よ
う
に
述
べ
る
が
、
正
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

「
ま
ず
裁
判
離
婚
で
す
が
、
皆
さ
ん
ご
承
知
の
よ
う
に
、
結
婚
し
て
一
回
も
離
婚
し
な
い
ま
ま
一
生
を
終
わ
る
人
は
非
常
に
多
い
わ
け
で
、

離
婚
す
る
の
は
ご
く
一
部
で
す
。
し
か
も
そ
の
わ
ず
か
の
離
婚
す
る
人
の
中
で
民
法
七
七

0
条
を
使
っ
て
、
つ
ま
り
裁
判
離
婚
で
判
決
に

よ
っ
て
離
婚
す
る
の
は
過
去
数
十
年
に
わ
た
っ
て
、
だ
い
た
い
離
婚
総
数
の
一
％
程
度
で
し
た
。

つ
ま
り
離
婚
の
わ
ず
か
一
％
の
部
分
に
つ
い
て
、
そ
ん
な
に
一
生
懸
命
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
一
生
懸
命
に
な
る
必
要

が
あ
る
と
し
た
ら
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
そ
れ
自
身
重
要
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
扱
い
方
に
も
関
連
し
て
く
る
、
影
響
し
て
く
る
か

ら
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
『
離
婚
訴
訟
に
お
け
る
離
婚
原
因
を
論
じ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
て



関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
＿
―
-
合
併
号

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

「
要
す
る
に
、
裁
判
上
の
離
婚
原
因
の
位
置
づ
け
を
考
え
ま
す
と
、
協
議
離
婚
と
い
う
制
度
が
あ
る
、
あ
る
い
は
調
停
に
よ
っ
て
も
離
婚

で
き
る
、
大
部
分
の
離
婚
は
少
な
く
と
も
最
終
的
に
は
夫
婦
の
合
意
で
な
さ
れ
る
と
い
う
制
度
の
も
と
に
お
い
て
、
離
婚
の
合
意
が
な
い
場

合
に
な
お
か
つ
強
制
力
を
も
っ
て
別
れ
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
は
ど
う
い
う
場
合
か
、
そ
れ
が
現
在
奉
呈
さ
れ
て
い
る
も
の
で
い
い
の
か
ど

う
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
」

(17)

双
方
主
義
と
一
方
主
義
に
つ
い
て
の
解
説
を
し
た
日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
横
山
潤
「
国
際
私
法
の
機
能
」
・
山
田
錬
一
＂
早
田

芳
郎
編
『
演
習
国
際
私
法
〔
新
版
〕
』
六
頁
以
下
(
-
九
九
二
）
参
照
。
な
お
、
西
賢
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一

0
条
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
雑
誌

二
九
巻
二
号
(
-
九
七
九
）
は
、
一
方
主
義
に
批
判
的
な
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
一
方
主
義
の
傾
向
を
正
確
に

把
握
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
教
科
書
で
は
、
現
在
で
も
Y
v
o
n
L
o
u
s
s
o
u
a
r
n
 et 
P
i
e
r
r
e
 B
o
u
r
e
l
,
 d
r
o
i
t
 i
n
t
e
r
n
a
 ,
 

tional p
r
i
v
e
 3
e
 ed, p
p
.
 1
3
7
 ,
 14
4
 (
1
9
8
8
)
ぶ
“
―
七
々
王
竿
式

L↑
ふ
“
か

5h'lff沓
g
的
}
4し
本
k
紙
R

え
生
ホ
ー
）
て
い
る
。

(18)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
含
む
英
米
法
系
の
諸
国
は
、
今
日
で
も
ほ
ぽ
完
全
な
一
方
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
傾
向
な
ど
を
合
わ
せ

れ
ば
、
離
婚
の
準
拠
法
選
択
に
お
い
て
は
一
方
主
義
が
い
ま
だ
に
若
干
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
見
る
の
が
現
実
的
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

(19)

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
筆
者
は
こ
の
国
際
離
婚
の
問
題
を
極
め
て
各
論
的
に
捕
ら
え
て
お
り
、
こ
こ
で
の
議
論
を
一
般
化
す
る
意
図
は
ほ
と
ん

ど
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
総
論
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
意
外
に
小
さ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

(20)

溜
池
良
夫
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
離
婚
の
準
拠
法
ー
判
例
の
変
遷
ー
」
一
四
八
頁
以
下
『
国
際
家
族
法
研
究
』
所
収
(
-
九
八
五
）
参
照
。

H
e
n
r
i
 Batiffol et P
a
u
l
 L
a
g
a
r
d
e
,
 D
r
o
t
 i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 p
i
v
e
 t
o
m
e
 II, 
p
p
.
 7
7
 ,
 78
 (1983)・ 

(
2
1
)日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
西
•
前
掲
注
(
1
7
)
、
笠
原
俊
宏
「
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
離
婚
の
準
拠
法
ー
一
九
七
五
年
法
＝
二

0
条
に

つ
い
て
ー
ー
」
法
学
新
報
八
六
巻
七
・
八
・
九
号
参
照
。

(22)

本
稿
に
お
い
て
、
日
本
語
訳
は
基
本
的
に
笠
原
俊
宏
編
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』
(
-
九
八
九
）
に
主
と
し
て
依
拠
す
る
が
、
必
要
な
範
囲
で

筆
者
が
修
正
を
加
え
た
場
合
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
＇
~
家
族
·
相

続
関
係
ー
|
'
』
（
一
九
八
八
）
も
合
わ
せ
て
参
照
し
た
。

(23) 
Batiffol et L
a
g
a
r
d
e
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 (
2
0
)
,
 
at p. 
79. 

(24) 
P
i
r
r
e
 M
a
y
e
r
,
 D
r
o
i
t
 i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 p
r
i
v
e
 
3e ed., 
p. 
3
4
9
.
 

五

（
七
六
四
）
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282 ets. 
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同
旨
G
a
u
d
e
m
e
n
t"
 Tallon, note, Rev. crit. 
1
9
8
1
.
 3
3
3
 ets. 

一
五
条
前
段
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
各
締
約
国
は
、
未
成
年
者
の
身
体
又
は
財
産
に
対
す
る
保
護
手
段
を
と
る
た
め
に
未
成
年
者
の
両
親
間
の
婚
姻
関
係
を
無
効
、
解
消
又
は
緩

和
す
る
要
求
に
つ
い
て
判
断
す
る
管
轄
権
に
つ
い
て
留
保
で
き
る
。
」

(47)

ド
イ
ツ
の
国
際
家
族
法
に
関
す
る
新
し
い
日
本
語
の
文
献
と
し
て
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
（
佐
藤
文
彦
訳
）
『
国
際
家
族
法
』
(
-
九
九

二
）
を
、
主
と
し
て
参
照
し
た
。

(
4
8
)こ
の
点
に
つ
き
南
敏
文
「
法
例
改
正
に
関
す
る
基
本
通
達
の
解
説
」
七
九
ー
八
0
頁
•
前
掲
注
(
1
)書
参
照
。
但
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
強

力
な
反
対
論
が
存
在
す
る
。

(49)

デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
（
佐
藤
文
彦
訳
）
『
国
際
家
族
法
』
―
二
九
ー
一
三

0
頁
(
-
九
九
二
）
。
な
お
、
離
婚
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
お

け
る
反
致
に
つ
い
て
は
、
同
書
―
ニ
―
|
―
二
九
頁
参
照
。
最
密
接
関
係
法
ま
た
は
当
事
者
の
選
択
に
よ
り
準
拠
法
が
指
定
さ
れ
る
場
合
は
、
反

致
の
適
用
は
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

(50)

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
民
同
士
の
離
婚
の
準
拠
法
と
し
て
、
共
通
常
居
所
地
法
と
し
て
日
本
法
を
適
用
し
た
事
例
が
あ
る
。
（
横
浜
地
裁

平
成
三
年
一

0
月
三
一
日
判
決
、
判
例
時
報
一
四
一
八
号
―
一
三
頁
）

(
5
1
)
ド
イ
ツ
で
は
、
外
国
人
労
働
者
の
「
移
民
化
」
の
傾
向
（
家
族
と
共
に
ド
イ
ツ
に
居
住
し
、
出
身
国
へ
の
帰
国
の
意
思
は
も
は
や
考
え
な
い
）

は
、
非
常
に
顕
著
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
外
国
人
住
民
の
構
成
が
「
出
稼
ぎ
型
」
か
ら
「
移
民
型
」
に
移
行
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
も
は
や
疑

い
得
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
（
広
渡
清
吾
「
ド
イ
ツ
の
外
国
人
問
題
と
国
籍
」
四
二
頁
・
百
瀬
宏
・
小
倉
充
夫
編
『
現
代

国
家
と
移
民
労
働
者
』
所
収
(
-
九
九
二
）
参
照
。
）
一
九
八
八
年
現
在
、
外
国
人
の
単
身
世
帯
は
一

O・

六
％
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
広

渡
•
前
掲
四
匹
頁
参
照
）
。

歴
史
的
な
視
点
も
含
め
た
ド
イ
ツ
の
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
の
法
制
度
に
お
け
る
総
合
的
な
考
察
と
し
て
は
、
野
川
忍
『
外
国
人
労
働
者
法

ー
ド
イ
ツ
の
成
果
と
日
本
の
展
望
』
(
-
九
九
三
）
参
照
。

(52)

野
川
忍
『
外
国
人
労
働
者
法
ー
ド
イ
ツ
の
成
果
と
日
本
の
展
望
』
―
―
六
ー
―
一
七
頁
(
-
九
九
三
）
参
照
。

(
5
3
)条
文
の
翻
訳
に
当
た
っ
て
は
、
ヘ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
（
佐
藤
）
•
前
掲
注
(
4
9
)
他
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
絹
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典

_
―
九
九
一
年
―
一
月
一

0
日
現
在
ー
』
(
-
九
九
三
）
を
参
照
に
し
た
。

(45) 

(46) 
関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

五
一
四
（
七
六
六
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

五
一
五
（
七
六
七
）

(
5
4
)ヘ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
（
佐
藤
訳
）
•
前
掲
注(
4
9
）
ニ
―
-
六
頁
。

(
5
5
)ヘ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
（
佐
藤
訳
）
•
前
掲
注(
4
9
)
ニ
ニ
六
頁
参
照
。

(56)

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
同
一
国
籍
の
定
住
外
国
人
同
士
の
夫
婦
の
離
婚
に
つ
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
韓
国
・
朝
鮮

や
中
国
の
場
合
、
協
議
離
婚
が
可
能
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
日
本
に
お
い
て
も
戸
籍
窓
口
の
扱
い
と
し
て
は
、
「
韓
国
人
同
士
、
台
湾
系

中
国
人
同
士
又
は
本
土
系
中
国
人
同
士
の
夫
婦
の
場
合
」
は
、
通
達
の
定
め
る
「
夫
婦
の
本
国
法
に
よ
り
協
議
離
婚
を
日
本
の
方
式
に
従
っ
て
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
証
明
書
の
提
出
（
昭
二
六
•
六
・
一
四
民
事
甲
第
―
ニ
―
―
1
0号
通
達
参
照
）
」
を
要
せ
ず
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
協
議

離
婚
が
受
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
（
南
敏
文
「
法
例
改
正
に
関
す
る
基
本
通
達
の
解
説
」
九

0
頁
澤
木
敬
郎
・
南
敏
文
編
著
『
新
し
い

国
際
私
法
1

改
正
法
例
と
基
本
通
達
』
所
収
(
-
九
九

0
)
。）

(57)

東
京
都
社
会
福
祉
協
議
会
の
一
九
九
一
＿
一
年
八
月
の
「
日
本
で
暮
ら
し
働
く
外
国
人
の
成
果
月
番
の
整
備
に
向
け
て
1

在
住
外
国
人
の
福
祉
・

生
活
課
題
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
」
は
、
関
東
地
区
を
中
心
と
し
た
調
査
票
に
よ
る
調
査
（
有
効
回
答
数
九
一
＿
＿
三
票
）
か
ら
、
日
本
の
在
住

外
国
人
の
結
婚
と
配
偶
者
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
て
い
る
。

結
婚
し
て
い
る
人
は
「
留
学
・
就
学
」
は
一
三

・
O％
だ
が
、
「
在
留
資
格
な
し
・
不
明
」
は
、
三
七
•
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

配
偶
者
が
日
本
人
の
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
・
三
％
、
一
四
・
一
％
で
あ
り
、
配
偶
者
が
日
本
人
以
外
で
あ
り
し
か
も
日
本
で
家
族
生
活
を
営
ん
で

い
な
い
も
の
は
、
「
留
学
・
就
学
」
で
は
二
七
・
九
％
、
「
在
留
資
格
な
し
・
不
明
」
の
者
に
つ
い
て
は
、
七
一
・
七
％
に
登
っ
て
い
る
。
（
駒
井

洋
〔
編
〕
『
外
国
人
労
働
者
問
題
資
料
集
成
・
下
・
自
治
体
・
大
学
編
』
五
一
頁
(
-
九
九
四
）
。

(58)

連
結
点
と
し
て
国
籍
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
と
し
て
例
え
ば
「
座
談
会
」
（
妹
場
教
授
の
発
言
）
・
ジ
ュ
リ
九
四
三
号
一
九

ー
ニ

0
頁
参
照
(
-
九
八
九
）
。

(
5
9
)ヘ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
（
佐
藤
訳
）
•
前
掲
注
(
4
9
)
一
五
六
頁
。

(
6
0
)ヘ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
（
佐
藤
訳
）
•
前
掲
注
(
4
9
)
一
三
七
頁
。

(
6
1
)塙
•
前
掲
注
(
1
5
)
書
参
照
。
特
に
第
一
部
1

「
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
婚
姻
費
解
消
主
義
の
生
成
と
展
開
」
＿
―
-
頁
以
下
。

(62)

こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
資
料
と
解
説
は
、

P
e
t
e
r
N
o
r
t
h
,
 Private International l
a
w
 p
r
o
b
l
e
m
s
 in 
C
o
m
m
o
n
 L
a
w
 Jurisdictions (
1
9
9
3
)

に、

大
幅
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

(63) 
D
o
m
i
c
i
l
e
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
特
に
山
田
錬
一
「
英
米
国
際
私
法
に
お
け
る
住
所
」
『
国
際
私
法
研
究
』
(
-
九
六
九
）
及
び
、
西
賢
「
英
国



翌
坦

撚
回

1-tj~
撚

II
・
Ill
ぐ
口
痣

ajt,

:!;I:!~ 坦
活
国
S
蚕
匡
」
『
隧
-
<
坦
e
幽
匡
』
忘
~
(
1
-
K
<
<
)
~
\
~
[

゜

（苫）
North, Private International L

a
w
 in 

C
o
m
m
o
n
 L
a
w
 Jurisdictions (1993), p. 

57. 

（坦）
Wilson v. 

Wilson (1872) L. 
R. 

2P. 
&

 D. 
435. 

（
宰
）
〔

192釘
A.

C. 
444. 

（迄）
North, supra note (64), 

at 
pp. 

58-59. 

海
）

North, supra note (64), 
at 

pp. 
58-59. 

ぼ
）

Divorce A
c
t
 1898, s. 

3. 

ぼ
）

Dioorce and Matorimonial Causes A
m
e
n
d
m
e
n
t
 A
c
t
 1930, s. 

3. 

(~
) 

Divorce Jurisdiction A
c
t
 1930, s. 

2. 

（食）
L
a
w
 Reform (Miscellaneous Provisions) A

c
t
 1949, ss. 

1(1), 
2(1). 

ぼ
）

Matorimonial Causes A
c
t
 1959, s. 

24. 

(~
) 

North, supra note (64), 
at 

p. 
60. 

ぼ
）

Family Proeeding A
c
t
 1980, s. 

37(1). 

虞
）

Ibid., 
s. 

37 (2). 

（に）
North, supra note (64), 

at 
p. 

61. 

啜）
North, supra note (64), 

at 
p. 

61 

ぼ
）

North, supra note (64), 
at 

p. 
61. 

海
）

North, supra note (64), 
at 

p. 
61. 

(ab) 
L
a
w
 C
o
m
.
 No. 4

8
 (1972), para 7. 

啜）
North, supra note (64), 

at 
p. 

62. 

（窃）
Chshire a

n
d
 North, Private International Law, 12th ed. 

(1992), at 
p. 

634. 

（芯）
North, supra note (64), 

at p. 
62. 

（拐）
North, supra note (64), 

at 
p. 

63. 

f.:l 
I
 -

l
く

（
ギ
-l(<)



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

五
一
七

（
七
六
九
）

(86)

英
国
に
お
け
る
国
籍
に
つ
い
て
、
国
際
私
法
に
於
け
る
裁
判
管
轄
の
問
題
と
し
て
は
特
に
身
分
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
「
国
家
と
個
人
の

紐
帯
」
で
あ
り
政
治
的
・
公
法
的
な
も
の
と
考
え
私
法
関
係
に
は
及
ば
な
い
と
す
る
C
h
e
s
h
i
r
e
の
見
解
を
強
調
し
て
、
「
全
然
問
題
に
な
ら
な

い
」
と
、
池
原
教
授
は
断
定
す
る
。
（
池
原
季
雄
「
国
際
私
法
に
於
け
る
裁
判
管
轄
権
と
当
事
者
の
国
籍
(
-
)
」
国
際
法
外
交
雑
誌
四
八
巻
四
号

七
五
頁
以
下
(
-
九
四
九
）
）
し
か
し
、
国
家
へ
の
帰
属
意
識
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
国
際
化
し
た
社
会
に
お
い
て

英
国
（
正
確
に
は
連
合
王
国
）
へ
の
私
的
レ
ベ
ル
で
の
帰
属
意
識
を
語
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
の
印
象
を
筆
者
は
有
す
る
。
同
様
の
こ
と
は
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
は
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
お
い
て
さ
え
芽
生
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(87) 
F
a
m
i
l
y
 L
a
w
 A
c
t
 1
9
7
5
,
 s. 
3
9
 (3). 

(88)

カ
ナ
ダ
の
離
婚
法
の
動
向
に
関
し
て
は
、
特
に
西
賢
「
カ
ナ
ダ
国
際
私
法
に
お
け
る
こ
の
監
護
」

（
一
九
八
八
）
参
照
。

(89) 
N
o
r
t
h
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 (64), 
at p. 
64. 

(90)

こ
の
部
分
で
は
、
比
較
国
際
私
法
的
視
点
か
ら
、
国
際
離
婚
に
つ
い
て
の
各
国
の
法
制
度
を
で
き
る
限
り
総
体
と
し
て
把
握
し
た
上
で
、
検
討

を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
前
述
し
た
国
々
に
つ
い
て
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
論
述
が
く
ど
い
上
に
荒
い
の
は
ひ

と
え
に
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。
主
要
参
考
文
献
と
し
て
、

B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 (10)
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

(91) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
4
8
6
.
 

(92) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
4
8
6
.
 

(93) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
4
8
6
.
 

(94)

い
わ
ゆ
る
ハ
ー
グ
婚
姻
条
約
。
原
文
に
つ
い
て
は
、

M
a
k
a
l
o
v
,
A., R
e
c
u
e
i
l
 /
 Qu
e
l
l
e
r
 t. 
II 
no. 2
3
3
 (
1
9
2
9
)
参
照
。

(95) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 (10), 
at p. 
4
8
6
.
 

(96) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
4
8
7
.
 

(97) 

R. 
v
 L
o
l
l
e
y
 (
1
9
8
2
)
 2
 C
I
 F
i
n
 5
6
7
n
.
 

(98) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
4
8
7
.
 

(99) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
4
8
7
.
 

ー
ニ
三
頁
以
下
『
属
人
法
の
展
開
』
所
収



匡
坦

嫁
国

f,:j~
探

11・Ill
ぐ口芋ロド

団
I
<

(
や
や

0
)

（呈）
器
u
.
~
如
心
弄
彩
心
⇒
ヤ

Ferrari
鷺
~
(
C
a
s
s
.
Civ. 

6
 Juillet 

1922, Rev. Dr. Int. 
1

9
2

2
-4

4
4

)'R
~

:': 心
~
.
Q
゜
煙
妾
・
桓
凜
坦
（
約

I
 11
1
<
-
I
 Ill~

 賦゚

（亘）
Cass. le, 

17 Avril 1953 Rev. crit. 
1953-412, note H. 

Batiffol. 

（呈）
リ
e
編

起
環

尭
・

淀
稟
1;!:l(2)

I
回
l
l
l
~
U
.
~
0
~
゜

（笙）
Boulanger, supra note (10), 

at 
p. 

487. 

（至）
Mayer, surpra note (30), 

at 
p. 

377. 

浬
）

叶
三

・
淀

稟
1;!:l
(gs) 

I
 Iギ
賦゚

（
室

Bertrand
Ancel, 

Y
v
e
s
 Lequette, 

G
r
a
n
d
s
 arrets 

de 
la 

jurisprudence 
francaise 

de 
droit 

international 
prive 

2°ed 
(1992), 

at 
p. 

224. 

（巨）
糾
巫
・
淀
稟
迅
（
斜
）

Illば
国
~
(
I
~
<
~
)

゜

（呈）
Boulanger, supra note (10), 

at 
p. 

488. 

(
§
)
 

Boulanger, supra note (10), 
at 

p. 
489. 

(~
) 

Boulanger, supra note (10), 
at 

p. 
489. 

（ヨ-)
Ancel=Lequette, 

supra note (106), 
at p. 

327. 

ぼ）
Boulanger, supra note (10), 

at 
p. 

539. 

ぼ）
~

':.;..!_lf'\)f'\; ヽ
K
也

IJE;'~
函

ユ
苺

惑
_l¥-','.;

,;:f, 
,'.; ゜

ぼ）
Boulanger, supra note (10), 

at 
p. 

491. 

ぼ
）

Boulanger, supra note (10), 
at 

p. 
508. 

嘩
）

控
・
淀
稟
迅
（
宮
）
<
国
賦
~
f
-
0

ぼ）
尽
叫

~Boulanger,
supra note (10), 

at 
p. 

509. 

(::3) 
涵

巫
・

淀
稟
1;!j
(斜）

Ill 
I
ギ
冨゚

（自）
＜，ヽ

!i:::=--一
囲
経
逗
坦
国

I
~
.
o

゜

(~
) 

拒
晦
・
淀
翠
坦
（
斜
）

Ill
国
Ill
圏゚



ぼ
）

＜―
,'¥=-;-,,ii 

(
送
濫
溢
）

・
淀
翠
俎
（
念
）

11110
賦゜!,...~~

洛
国
咀
坦
郷
ヒ
坦

I
ギ
啜
I
~

・
111~$

匪
゜

m) 
v
o
n
 Bar, t. 

2, 
(1991), no. 

253, Liideritz, 
!Pr Praxis 1987, p.75. 

(~
) 

Boulanger, surpra note (10), 
at p. 

510. 

（翌）
Rev. crit. 

(1970), 
at p. 

353. 

(~
) 

Boulanger, supra note (10), 
at 

p. 
513. 

(~
) 

〔190釘
p.

135. 

ぽ）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
514. 

（
目
）
〔

19認〕
p. 

246, 
〔19

詔〕
2

 All E
R
 794. 

（目）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
516. 

鰍
田
｛
怖
函
「
I
~
<
ギ
母
S
K
~
K
剖
栞
回
艇
涵
坦
印
皿
搬
堂
鵬
四
日
釦
ぱ
冨
〇
~
<
~
)
$
芦

ぽ）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
516. 

ぽ）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
516. 

(~
) 
紺
墜
·
毎
眠
俎
（
斜
）
ギ
<
属
~
\
芦

（翌）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
517. 

（翌）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
517. 

ぽ）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
518. 

ぽ）
Ancel=Lequette, supra note (106), 

at p. 
327. 

ぽ）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
519. 

漢
）

Malaurie, L'equivalence en droit international prive, D. 
1962, Chr. 215. 

（啓）
Boulanger, surpra note (10), 

at p. 
520. 

廿
回
逃
「
太
囲
写
彩
s
涎
腿
痴
lt:!J.

..q±:-
t
Q
 revision au fond S

絲
-=1
!J. 
(¥ 
_; 
ヤ

(I)
」

坦
訃

纏
嶽

I
lllli=l

鞠
I
Jn)t> 

I
 0賦

~f<-
(I~

 
兵
巨
）
樺
匪
゜

（号）
Boulanger, supra note (10), 

at 
p. 

522. 

囲
継

忌
逗

蓋
槻

睾
!20.:;¥-'E;'

栽
蜘

1-R 
I
~
(
-
\
l
や

I)



関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

(141) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
522. 

(142) 
M
o
a
t
t
i
,
 C
a
s
s
.
 le, 
1
5
 J
u
i
n
 1
9
8
2
 R
e
v
.
 crit, 
1
8
9
3
 ,
 300. 

(
1
4
3
)
南
•
前
掲
注
(
5
6
)
九
八
頁
。

(
1
4
4
)
南
•
前
掲
注
(
5
6
)
九
八
ー
九
九
頁
。

(145) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
は
、
モ
ロ
ッ
コ
法
に
お
け
る
、
外
国
で
の
合
意
に
基
づ
く
離
婚
を
領
事
の
立
ち
会
い
に
よ
り
認
め
る
制
度
を
「
一
国
に
お
け
る
離

婚
の
方
法
の
輸
出
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
s
u
r
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
523.) 

(146) 
1
5
 j
u
i
n
 1
9
8
2
.
 

(141) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 (10), 
at p. 
5
4
7
.
 

(148) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
5
4
2
 n
o
t
e
 149. 

(149) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
542, n
o
t
e
 149. 

(150) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
5
2
5
.
 

(151) 
H
a
r
'
S
h
e
f
i
 v
 H
a
r
-
S
h
e
l
i
 〔
1
9
5
3〕

p. 
2
2
0
,
 
〔

1
9
5
3〕

A
=
E

R

 37
3
.
 

(152) 
S
c
h
w
e
b
e
r
 v
 U
n
g
a
r
 B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 5
2
5
.
 

（眼）

R
a
d
w
a
n
 v
 R
a
d
w
a
n
 〔
1
9
7
3〕

F
a
m
 35, 
〔

1
9
7
2〕

3
A
U
E
R
1

゜26.

(154) 
F
a
t
i
m
a
 v
 H
o
m
e
 S
e
c
r
e
t
a
r
y
 〔
1
9
8
6〕

1
 A
C
 5
2
7● 

(155) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 (10), 
at p. 
5
2
6
.
 

(156) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p. 
5
2
6
.
 

(151)

そ
う
し
た
議
論
を
展
開
す
る
も
の
は
多
い
が
、
例
え
ば
池
原
・
前
掲
注
(86)
論
文
、
折
茂
豊
『
属
人
法
論
」
（
特
に
第
四
章
）
（
一
九
八
二
）
を

そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
最
近
の
も
の
と
し
て
国
友
・
後
掲
注

(161)
が
あ
る
。

(158)

実
際
に
、
こ
う
し
た
事
例
に
対
す
る
対
応
は
実
務
で
も
か
な
り
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
（
南
敏
文
他
「
法
例
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
戸
籍
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
基
本
通
達
）
の
解
説
」
一
四
0
|
―
四
七
頁
参
照
・
法
務
省
民
事
局
内
法
務
研
究
会
編
『
改
正
法

例
下
に
お
け
る
渉
外
戸
籍
の
理
論
と
実
務
J

(
一
九
八
九
）
）

(159)

実
際
に
外
国
人
同
士
の
離
婚
が
問
題
と
な
っ
た
判
決
は
過
去
に
時
々
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
最
判
昭
三
九
・
三
・
ニ
五
民
集
一
八
巻
四
八
六
頁

五
二

0

（
七
七
二
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

五

（
韓
国
人
同
士
の
離
婚
）
、
最
判
昭
三
九
•
四
・
九
家
月
一
六
巻
八
号
七
八
頁
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
民
同
士
の
離
婚
）
等
。
）

(160)

し
か
し
、
最
近
で
は
日
本
人
と
の
結
婚
率
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
（
福
岡
安
則
『
在
日
韓
国
・
朝
鮮

人
」
六
六
ー
七
二
頁
（
中
公
新
書
・
一
九
九
三
）
。
）

(161)

最
近
の
も
の
と
し
て
、
国
友
明
彦
「
日
本
の
国
際
私
法
に
お
け
る
本
国
法
主
義
」
一
五
六
ー
一
五
七
頁
・
石
部
雅
亮
＂
松
本
博
之

11

児
玉
寛
編

『
法
の
国
際
化
へ
の
道
』
(
-
九
九
四
）
所
収
。

(162)

わ
が
国
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
実
効
的
国
籍
論
の
立
場
は
以
前
よ
り
有
力
で
あ
る
。
（
妹
場
準
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
五
号
六
一
頁
、
同
・
ジ
ュ

リ
ス
ト
ニ
九
九
号
一
七
頁
。
）

(163)

西
原
道
雄
「
有
責
配
偶
者
か
ら
の
離
婚
請
求
の
許
否
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九

0‘

―
二
九
頁
。

(
1
6
4
)
南
•
前
掲
注
(
4
8
)
八
九
頁
以
下
。

(165)

野
川
忍
『
外
国
人
労
働
者
法
』
(
-
九
九
三
）
参
照
。

(166)

し
か
も
、
起
草
過
程
で
は
研
究
者
は
住
所
地
法
主
義
を
実
務
サ
イ
ド
は
基
準
の
明
確
な
本
国
法
主
義
を
擁
護
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
後
の
戸
籍
実
務
が
常
居
所
を
最
大
限
に
協
議
離
婚
拡
大
に
用
い
て
い
る
結
果
と
比
較
す
れ
ば
、
さ
ら
に
理
論
状
況
は
理
解
し
が
た
い
も
の
が

あ
る
。

(167)

特
に
、
共
通
本
国
法
の
認
定
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
の
本
国
を
一
国
に
絞
っ
た
上
で
そ
れ
を
認
定
す
る
と
し
て
い
る
。

(168)

西
原
・
前
掲
注

(163)
―
二
九
頁
。

(169) 
B
o
u
l
a
n
g
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 
(10), at p.522. 

(170)

も
っ
と
も
、
溜
池
教
授
は
西
ド
イ
ツ
の
五
段
階
を
支
持
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
と
に
「
密
接
関
連
法
に
よ
る
と
い
う
の
は
、
問
い
に
対
す
る
に

問
い
を
も
っ
て
答
え
る
よ
う
な
も
の
」
と
す
る
指
摘
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
池
原
教
授
は
、
こ
れ
に
あ
る
程
度
の
理
解
を
示
す
も
の
の
、
結
論
的

に
は
南
氏
と
同
様
の
見
解
を
支
持
す
る
。
結
局
、
密
接
関
連
法
を
持
ち
出
す
こ
と
の
で
き
る
場
面
を
増
や
す
こ
と
に
よ
り
、
硬
直
性
を
緩
和
す
る

こ
と
が
で
き
る
点
を
強
調
す
る
。
（
前
掲
注
(
1
)
「
座
談
会
」
二
六
頁
以
下
参
照
。
）

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
は
、
法
例
に
お
い
て
第
二
順
位
の
共
通
常
居
所
ま
で
は
硬
直
的
に
運
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
硬
直
性
の
緩
和
と
い
う

だ
け
で
は
、
そ
の
前
の
段
階
に
も
連
結
点
を
挿
入
す
る
ド
イ
ツ
法
の
五
段
階
の
連
結
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(171)

殊
に
、
共
通
常
居
所
の
認
定
が
通
達
が
定
め
た
わ
が
国
独
自
の
基
準
に
よ
る
場
合
に
は
、
改
正
法
例
の
精
神
と
実
務
の
乖
離
は
一
層
大
き
く
な

（
七
七
三
）



関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

五
三
一

（
七
七
四
）

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
六
条
に
お
け
る
日
本
人
条
項
の
存
在
も
大
き
い
。
（
南
•
前
掲
注(
4
8
)
二
0
0
ー
ニ
―
四
。
）

(172)

法
務
省
民
事
局
内
法
務
研
究
会
編
『
改
正
法
例
下
に
お
け
る
渉
外
戸
籍
の
理
論
と
実
務
』
三
三
ニ
ー
三
四
一
(
-
九
八
九
）
。

(173)

前
掲
一
四
五
頁
。

(174)

昭
和
二
六
年
六
月
一
四
日
付
民
甲
第
―
ニ
―
―

1
0
号
当
職
通
達
参
照
。

(175)

し
か
し
、
わ
が
国
の
協
議
離
婚
の
特
殊
性
と
制
度
と
し
て
の
多
く
の
欠
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
む
し
ろ
わ
が
国
の
協
議
離
婚
が
外
国
で
承

認
さ
れ
な
い
可
能
性
に
つ
い
て
特
に
厳
密
な
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(176)

法
務
省
・
一
三
八
頁
。
し
か
も
、
提
出
が
要
求
さ
れ
る
住
民
票
の
写
し
は
、
通
達
に
よ
れ
ば
、
発
行
後
一
年
以
内
の
も
の
で
よ
く
、
更
に
「
住

民
票
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
出
国
後
一
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
わ
が
国
に
常
居
所
が
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
」
い
、
「
出
国
後
一
年
以

上
五
年
以
内
で
あ
れ
ば
」
原
則
と
し
て
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
法
務
省
民
事
局
内
法
務
研
究
会
編
・
前
掲
注

(172)
三
二
七
ー

三
三
二
頁
参
照
。
奥
田
安
弘
「
連
結
点
と
し
て
の
常
居
所
」
三
二
頁
以
下
『
演
習
国
際
私
法
・
新
版
』
(
-
九
九
二
）
）
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
範
囲

で
、
夫
婦
の
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
夫
婦
は
、
日
本
で
協
議
離
婚
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(177)

法
務
省
民
事
局
内
法
務
研
究
会
編
・
前
掲
注
(158)
一
三
九
頁
。

(178)

法
務
省
民
事
局
内
法
務
研
究
会
編
・
前
掲
注
(158
）
ニ
―
-
八
頁
。

な
お
特
に
「
日
本
人
条
項
」
批
判
の
視
点
か
ら
、
烏
居
淳
子
「
内
外
人
の
婚
姻
と
離
婚
」
『
講
座
・
家
族
法
第
2
巻
夫
婦
」
(
-
九
九
一
）
は
、

協
議
離
婚
に
お
け
る
「
意
思
の
確
認
」
に
つ
い
て
言
及
し
鋭
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
（
三
一
七
ー
三
二

0
頁
参
照
。
）

(179)

法
務
省
民
事
局
内
法
務
研
究
会
編
・
前
掲
注
(158)
一
三
八
ー
ニ
―
―
九
頁
。

(180)

新
谷
雄
彦
「
離
婚
の
際
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
日
本
で
あ
る
と
認
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
」
戸
籍
五
七
五
号
四
六
頁
(
-
九
九
一
）
。

(
1
8
1
)
新
谷
•
前
掲
五
一
ー
五
二
頁
。

(182)

利
谷
信
義
「
報
告

m協
議
離
婚
」
家
族
〈
法
と
社
会
〉
一
九
九
―
-
、
七
四
頁
。

(
1
8
3
)
利
谷
•
前
掲
七
七
頁
。

(
1
8
4
)
井
上
輝
子
・
江
原
由
美
子
編
『
女
性
の
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
•
第
二
版
』
一
九
頁
に
よ
れ
ば
、
七
八
年
現
在
協
議
離
婚
で
妻
が
引
き
取
っ
た
子
の
養

育
費
は
、
五
四
・
八
％
が
妻
が
全
額
負
担
と
し
て
お
り
、
調
停
離
婚
の
場
合
と
顕
著
な
差
が
見
ら
れ
る
。

(185)

依
田
精
一
「
協
議
離
婚
」
『
講
座
家
族
法
・
第
2
巻
夫
婦
』
一
五
四
頁
(
-
九
九
一
）
。



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
党
書

依
田
教
授
は
、
比
較
法
敵
視
点
か
ら
日
本
の
協
議
離
婚
に
対
し
て
検
討
を
加
え
る
。
上
野
雅
和
教
授
は
、
自
由
な
意
思
の
担
保
と
い
う
点
か
ら

協
議
離
婚
の
問
題
点
を
指
摘
し
提
案
す
る
。
（
「
協
議
離
婚
の
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

0
五
九
号
五
七
頁
以
下
。
同
「
協
議
離
婚
の
改
善
策
に
つ

い
て
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
二
巻
二
号
(
-
九
九
―
―
-
）
）
参
照
。

(186)

石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
・
上
』
三
三

0
頁
以
下
(
-
九
八
六
）
は
、
こ
の
判
決
を
事
案
と
の
関
連
に
お
い
て
か
な
り
制
限
的
に
解
す
べ
き
で
あ

る
と
主
張
す
る
。

(187)

最
高
裁
昭
和
三
九
年
四
月
九
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
家
裁
月
報
一
六
巻
八
号
七
八
頁
。

(188)

木
棚
照
一
11

松
岡
博
＂
渡
辺
恨
之
『
国
際
私
法
概
論
〔
新
版
〕
』
二
六
五
頁
(
-
九
九
一
）
。

(189)

池
原
・
前
掲
注

(86)
参
照
。

し
か
し
、
溜
池
教
授
は
離
婚
の
管
轄
権
に
つ
き
本
国
の
管
轄
を
原
則
と
す
る
立
場
に
た
つ
。
（
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
〔
補
訂
〕
」
四
四
八

頁
(
-
九
九
五
）
。
）

「
離
婚
の
管
轄
権
の
決
定
基
準
に
関
し
て
は
、
学
説
、
判
例
上
種
々
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
当
事
者
の
国
籍
と
住
所

（
常
居
所
）
が
基
準
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
従
来
の
通
説
・
判
例
は
、
離
婚
の
管
轄
権
は
原
則
と
し
て
夫
婦
の
本

国
に
あ
り
、
た
だ
、
本
国
の
管
轄
権
の
み
を
認
め
る
こ
と
に
す
る
と
当
事
者
は
本
国
以
外
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
得
な
い
こ
と
に
な
り
不
便

で
あ
る
か
ら
、
場
合
に
よ
り
住
所
地
国
の
管
轄
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

本
国
の
管
轄
権
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
は
、
一
国
は
そ
の
国
民
に
対
し
て
持
つ
対
人
主
権
に
基
づ
き
国
民
の
身
分
関
係
の
保
護
の
た
め
に

管
轄
権
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
わ
が
国
の
国
際
私
法
が
身
分
関
係
に
つ
き
本
国
法
主
義
を
採
用
し
、
身
分
関
係
が
本
国
と

密
接
な
関
係
を
持
つ
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
管
轄
も
当
然
本
国
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
人
事
訴
訟
手
続
法
一
条
が
、
わ
が
国

に
住
所
も
居
所
も
な
い
日
本
人
に
対
す
る
わ
が
国
の
管
轄
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
わ
が
国
に
居
住
し
て
い
な
い
日
本
人
に
対
す
る
わ

が
国
裁
判
所
の
本
国
と
し
て
の
管
轄
権
を
認
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
」

国
家
が
国
民
の

M
a
r
i
t
a
l
S
t
a
t
u
s
 
(
婚
姻
上
の
地
位
）
に
つ
い
て
重
大
な
関
心
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
を
第
一
次
的
に
法
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
現
状
に
お
い
て
は
否
定
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
結
婚
の
際
に
提
出
が
要
求
さ

れ
る
書
類
は
、
外
国
人
の
場
合
は
本
国
法
の
審
査
の
た
め
「
当
該
記
載
さ
れ
た
国
の
官
憲
が
発
行
し
た
国
籍
を
証
す
る
書
面
（
旅
券
等
を
含
む
。

以
下
「
国
籍
証
明
書
」
と
い
う
。
）
等
」
で
あ
り
、
婚
姻
要
件
具
備
証
明
書
等
も
そ
の
当
事
者
の
本
国
が
原
則
と
し
て
発
行
す
る
わ
け
で
あ
る
。

五
二
三

（
七
七
五
）



関
法

第
四
五
巻
第
一
ー
・
三
合
併
号

（
法
務
省
民
事
局
内
法
務
研
究
会
編
『
改
正
法
例
下
に
お
け
る
渉
外
戸
籍
の
理
論
と
実
務
』
九

0
頁
以
下
参
照
。
）
離
婚
が
再
婚
へ
の
道
を
開
く

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
国
で
正
式
の
も
の
と
さ
れ
な
い
限
り
、
婚
姻
要
件
具
備
証
明
書
を
発
行
し
て
も
ら
え
な
い
な
ど
、
実
務
上
の

手
続
き
の
段
階
で
非
常
に
大
き
な
障
害
に
ぶ
つ
か
る
可
能
性
が
高
い
。
婚
姻
の
成
立
に
つ
い
て
両
当
事
者
の
本
国
法
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
は
、

外
国
で
の
離
婚
の
承
認
が
む
し
ろ
不
安
定
と
評
し
て
良
い
状
況
下
で
は
、
離
婚
の
場
合
に
本
国
の
管
轄
を
認
め
る
こ
と
と
直
結
は
し
な
い
に
し
ろ
、

大
き
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
現
実
離
れ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(190)

例
え
ば
、
道
垣
内
正
人
「
離
婚
事
件
の
国
際
的
裁
判
管
轄
権
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
九
巻
―
一
号
一
三
頁
以
下
参
照
。

(191)

池
原
・
前
掲
注

(189)
、
道
垣
内
・
前
掲
注
(190)
等
参
照
。
た
だ
し
、
溜
池
教
授
の
よ
う
に
本
国
管
轄
を
認
め
る
立
場
も
有
力
で
あ
る
。

(192)

海
老
澤
美
広
「
国
際
離
婚
法
三
題
」
三
一
九
頁
、
久
保
環
暦
記
念
『
国
際
私
法
の
基
本
問
題
』
(
-
九
六
二
）
所
収
。

海
老
澤
教
授
は
、

A
c
t
o
r
s
e
q
i
t
u
r
 f
o
r
u
m
 rei 
(
訴
は
被
告
の
住
所
に
）
の
原
則
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
か
な
り
長
く
な
る
が
、

今
日
で
も
非
常
に
示
唆
に
富
む
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
え
て
引
用
す
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
人
事
訴
訟
ま
で
も
カ
バ
ー
す
る
大
原
則
と
し
て
認
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
く
ら
か
の
躊
躇
を
感

じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
第
一
、
訴
訟
は
、
ふ
る
く
は
財
産
的
給
付
訴
訟
―
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
離
婚
訴
訟
の
ご
と
き
は
近
代
に

お
い
て
認
め
ら
れ
た
全
く
新
し
い
訴
訟
類
型
な
の
で
あ
る
か
ら
、

A
c
t
o
r
s
e
q
u
i
t
u
r
 :

'
 ．．． 
の
法
則
が
い
か
に
古
く
伝
統
を
持
つ
も
の
だ
と

は
い
え
こ
れ
に
盲
従
す
る
理
由
の
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
て
、
実
に
多
く
の
国
々
が
離
婚
訴
訟
で
は
被
告
主
義
を
は
な
れ

て
い
る
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
だ
し
、
む
し
ろ
逆
に
原
告
の
住
所
だ
け
に
管
轄
を
認
め
る
法
則
さ
え
で
て
き
て
い
る
（
ス
イ
ス
・
ト
ル

コ
）
。
わ
が
国
内
管
轄
の
規
定
に
し
て
か
ら
が
、
人
事
訴
訟
は
被
告
主
義
の
例
外
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
人
訴
一
条
）
。
も
ち
ろ
ん
、
被

告
王
義
を
「
片
面
訟
を
断
ぜ
ず
』
と
い
う
こ
と
の
、
ひ
と
つ
の
さ
さ
え
と
し
て
そ
れ
相
当
の
正
し
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
離
婚
訴
訟
の
持
つ
特
殊
性
に
も
目
を
む
け
る
必
要
が
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
も
、
給
付
の
訴
の
背

後
に
強
制
執
行
を
予
想
す
る
か
ら
、
被
告
（
又
は
被
告
の
財
産
）
の
存
在
し
な
い
国
で
裁
判
し
て
み
て
も
、
も
の
の
役
に
た
た
な
い
こ
と
が

多
い
。
被
告
の
防
禦
を
う
ば
う
こ
と
に
な
っ
て
不
当
な
だ
け
で
な
く
、
さ
し
て
原
告
の
た
め
に
な
る
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
い

う
も
の
に
く
ら
べ
る
と
、
離
婚
訴
訟
の
場
合
は
、
原
告
の
利
益
に
し
て
も
被
告
の
防
禦
に
し
て
も
、
ず
い
ぶ
ん
事
情
が
違
っ
て
い
る
（
久
保

教
授
と
私
の
渉
外
判
例
研
究
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
一
号
六
八
頁
参
照
）
。
英
米
法
が
、
離
婚
を
被
告
主
義
の
支
配
す
る
対
人
訴
訟
で
は
な
く

対
物
訴
訟
に
近
づ
け
て
い
る
こ
と
、
ス
イ
ス
法
が
、
被
告
の
こ
と
を
ま
る
で
眼
中
に
い
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
に
は
多
く
の
学
ぶ
べ
き
点
が

五
二
四

（
七
七
六
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

五
二
五

あ
る
で
あ
ろ
う
。
い
な
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
主
義
に
よ
る
と
き
は
当
事
者
（
原
告
）
に
と
っ
て
ひ
ど
く
不
便
で
あ
り
、
実
際
問

題
と
し
て
非
常
に
気
の
毒
な
結
果
に
な
る
こ
と
が
す
く
な
く
な
い
。
遺
棄
や
行
方
不
明
の
と
き
ぐ
ら
い
は
、
せ
め
て
、
こ
の
主
義
に
譲
歩
し

な
け
れ
ば
、
と
い
う
説
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
（
そ
う
し
た
気
の
毒
な
事
案
が
い
か
に
多
い
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の

説
が
い
か
に
多
く
の
人
を
救
済
し
う
る
か
は
、
判
例
集
を
み
る
も
の
の
一
様
に
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
）
。
」

「
い
っ
そ
、
夫
婦
の
一
方
だ
け
し
か
住
ん
で
い
な
い
国
で
あ
っ
て
も
、
彼
が
社
会
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
社
会
に
と
け
こ
ん
で
し
ま
っ
て

い
る
か
ぎ
り
、
彼
の
一
身
上
の
悩
み
を
解
決
し
て
や
る
資
格
を
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
、
こ
う
し
て
、
裁
判
管

轄
を
広
く
認
め
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
跛
行
婚
の
生
ま
れ
る
率
が
高
く
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
管
轄
の
基
準
に

な
る
住
所
の
認
定
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
い
う
住
所
の
概
念
は
民
法
や
民
事
訴
訟
法
の
概
念
に
し
た
が
う
必
要

は
す
こ
し
も
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
国
際
民
訴
的
考
慮
を
ふ
ん
だ
ん
に
加
え
て
独
自
の
解
決
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
わ

が
判
例
法
が
極
め
て
正
し
い
理
解
を
示
し
て
い
る
（
昭
三
一
・
―
ニ
・
ニ

0
東
京
地
裁
判
決
下
級
民
集
七
巻
―
二
号
三
七
―
二
頁
、
昭
一
―
―

ニ
・
八
・
八
神
戸
地
裁
判
決
下
級
民
集
八
巻
八
号
一
四
七
五
頁
。
）
の
は
、
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
」

海
老
澤
教
授
の
指
摘
は
、
離
婚
訴
訟
の
特
殊
性
を
見
据
え
た
上
で
、
比
較
法
か
ら
学
び
と
っ
た
各
国
の
知
恵
の
蓄
積
を
生
か
そ
う
と
い
う
意
図

が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
国
際
離
婚
訴
訟
の
管
轄
が
向
か
う
べ
き
正
し
い
方
向
性
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
多
喜
寛
「
国
際
私

法
三
題
」
法
学
五
一
巻
三
号
四
一
七
頁
以
下
(
-
九
八
七
）
も
同
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(193)

フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一

0
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
の
強
さ
が
居
住
者
の
離
婚
に
つ
い
て
ま
で
干
渉
す
る
と
い
う
事
態
を

導
い
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
普
遍
主
義
に
向
か
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
F
a
t
i
m
a
事
件
に
も
、
離
婚
に
対
す

る
国
家
の
関
与
の
強
さ
が
表
出
し
て
い
る
。

(
1
9
4
)
例
え
ば
、
外
国
で
婚
姻
す
る
場
合
に
必
要
な
証
明
書
等
は
当
事
者
の
本
国
で
発
行
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

(195)

高
桑
昭
「
外
国
離
婚
の
承
認
と
離
婚
の
準
拠
法
」
立
教
法
学
三
七
号
一
〇
一
頁
(
-
九
九
二
）
も
同
旨
で
あ
る
。

(196)

わ
が
国
が
婚
姻
制
度
に
対
し
て
、
国
家
の
関
与
が
比
較
的
弱
い
国
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
比
較
法
的
に
は
少
数
に
属
す
る
こ
と
を
も
っ
と

自
覚
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
婚
姻
観
が
支
配
し
て
い
る
西
欧
諸
国
と
は
か
な
り
異
質
の
婚
姻
観
及
び
離
婚
観
を
有

し
て
お
り
、
そ
れ
は
法
制
度
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(197) 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 H
e
n
r
i
 C
a
p
i
t
a
n
t
,
 V
o
c
a
b
u
l
a
i
r
e
 j
u
r
i
d
u
q
u
e
 3
e
 ed. 
p. 
5
0
4
(
1
9
9
2
)

に
よ
れ
ば
、
婚
温
姻
と
は
「
辻
i
に
基
づ
く

(legitime)

男
女
の

（
七
七
七
）



関
法

第
四
五
巻
第
ニ
・
三
合
併
号

結
合
で
、
共
同
の
生
活
を
行
い
、
家
庭
を
築
ず
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(198)

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
一
連
の
法
選
択
規
則
統
一
条
約
に
お
い
て
も
結
局
「
公
序
」
の
例
外
を
外
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

(199)

例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
＝
二

0
条
の
共
通
常
居
所
を
フ
ラ
ン
ス
に
有
す
る
共
通
本
国
の
あ
る
夫
婦
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
離
婚
法
制
に
従

わ
せ
る
と
い
う
姿
勢
に
も
、
全
く
跛
行
婚
防
止
の
視
点
は
欠
落
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
2
0
0
)
海
老
澤
•
前
掲
注

(
1
9
2
)

三
一
九
頁
、
多
喜
•
前
掲
注

(
1
9
2
)

四
一
七
頁
以
下
等
。

(
2
0
1
)
早
田
教
授
は
、
こ
の
点
を
正
面
か
ら
指
摘
す
る
発
言
を
し
た
。
「
座
談
会
」
（
早
田
教
授
の
発
言
）
•
前
掲
注(
1
)二
七
頁
。
）
こ
れ
に
対
し
、
池

原
教
授
は
「
国
際
私
法
の
本
来
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
適
切
な
準
拠
法
の
選
択
に
努
力
せ
よ
と
い
う
の
が
筋
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。

(202)

離
婚
の
準
拠
法
選
択
に
つ
い
て
だ
け
見
て
も
、
起
草
方
針
は
非
常
に
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
六
一
年
の
法
例
改
正
要

網
試
案
の
段
階
で
は
、
離
婚
の
準
拠
法
は
共
通
本
国
法
一
本
が
条
文
案
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
夫
婦
の
最
後
の
共
通
本
国
法
、
夫
婦

の
何
れ
か
一
方
の
住
所
と
重
な
る
本
国
法
、
夫
婦
の
共
通
住
所
地
法
が
、
解
決
方
法
と
し
て
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
（
山
田
錬
一
・
村
岡
二

郎
「
法
例
改
正
要
綱
試
案
（
婚
姻
の
部
）
解
説
」
『
国
際
私
法
の
研
究
』
ニ
ニ
八
ー
ニ
ニ
九
頁
、
二

0
八
ー
ニ
ー
一
頁
(
-
九
六
九
）
参
照
。
）
し

か
も
、
こ
の
段
階
で
は
、
離
婚
の
国
際
裁
判
管
轄
及
び
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
の
問
題
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
項
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

現
在
、
学
説
は
連
結
点
と
し
て
常
居
所
を
強
調
し
、
反
対
に
戸
籍
実
務
サ
イ
ド
は
そ
の
明
確
性
故
に
本
国
法
主
儀
を
擁
護
し
て
き
た
と
説
明
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
は
若
干
疑
問
を
感
ず
る
。

(203)

池
原
季
雄
「
離
婚
に
関
す
る
国
際
私
法
上
の
二
、
三
の
問
題
」
家
裁
月
報
四
巻
―
二
号
七
頁
(
-
九
五
二
）
。

(204)

例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
不
公
正
契
約
条
項
法
の
よ
う
に
国
内
的
に
空
間
的
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ

り
、
こ
う
し
た
考
え
は
戸
籍
実
務
が
日
本
人
の
氏
の
婚
姻
に
よ
る
変
動
に
お
い
て
「
夫
婦
同
氏
の
原
則
」
に
つ
い
て
強
行
に
採
用
し
て
い
る
立
場

で
も
あ
る
。

(205)

英
米
法
系
は
も
と
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
も
そ
の
傾
向
は
強
く
見
ら
れ
る
。
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
こ
の
問
題
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
そ
う

し
た
傾
向
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
。

(206)

例
え
ば
、
妹
場
準
一
「
国
際
親
族
法
の
改
正
と
渉
外
離
婚
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
」
ケ
ー
ス
研
究
ニ
ニ
ニ
号
九
頁
以
下
、
奥
田
安
弘
「
連
結
点

と
し
て
の
常
居
所
」
＝
＿
二
頁
以
下
『
演
習
国
際
私
法
・
新
版
』
(
-
九
九
二
）
参
照
。
な
お
、
「
常
居
所
」
の
法
例
へ
の
導
入
に
つ
い
て
の
根
本
的

疑
問
の
提
起
と
し
て
、
妹
場
準
一
「
法
例
の
改
正
規
定
と
常
居
所
基
準
説
の
論
拠
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
の
巻
二
号
一
頁
以
下
(
-
九

五
二
六

（
七
七
八
）



国
際
的
協
議
離
婚
に
つ
い
て
の
覚
書

九
一
）
参
照
。

（
加
）
九
四
／
0
八
／
―
―

(208)

九
四
／
0
五
／
二
九

参
照
。

(209)

九
四
／
0
三
／
一
八

(210)

九
四
／
0
八
／
0
四

(211)

九
四
／
―
一
／
一
九

分
析
」
参
照
。

朝
日
新
聞
大
阪
朝
刊
地
方
版

朝
日
新
聞
東
京
夕
刊
一
四
頁

朝
日
新
聞
東
京
朝
刊
地
方
版

朝
日
新
聞
東
京
朝
刊
・
地
方
版
K
N
二
面
参
照
。

朝
日
朝
刊
二
七
頁

s
k
一
面
「
中
国
人
花
嫁
は
六

8
目
に
消
え
た

五
二
七

o
s
一
面
「
韓
国
人
救
援
セ
ン
タ
ー
、
一
八
日
に
生
野
区
に
発
足
」
参
照
。

s
k二
面
「
日
本
語
読
め
ず
署
名
し
た
届
、
離
婚
は
無
効
」
参
照
。

神
奈
川
二
面
「
売
春
強
制
や
暴
力
に
悩
む
外
国
人
女
性
横
浜
の
「
サ
ー
ラ
ー
」
が

（
七
七
九
）

影
に
旅
券
偽
造
団
の
黒
幕
が
（
第
2
報
）
」




