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１　

は
じ
め
に

－

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
個
人
の
意
味
と
共
同
体

韓
国
家
族
法
の
変
化
と
最
近
の
傾
向
に
関
し
て
お
話
を
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
で
、
ま
ず
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
共
有
す
れ
ば
良
い

の
か
を
検
討
し
た
。
私
（
車
善
子
教
授
）
は
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
て
以
来
、
西
洋
社
会
に
お
け
る
「
個
人
、
家
族
お
よ
び
国
家
の

関
係
」
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
研
究
を
継
続
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
西
洋
社
会
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
観
点
と
東
ア
ジ

ア
に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
観
点
に
は
、
非
常
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
認
識
を
し
て
い
た
。
二
〇
一
八
年
二
月
三
日
（
土
）
に
名
古
屋

大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ジ
ア
諸
国
の
親
子
関
係
に
お
け
る
子
の
最
善
の
利
益
に
関
す
る
国
際
会
議
・
第
二
回　

要

保
護
児
童
の
保
護
法
制（
注
２
）」

に
お
い
て
、
小
川
富
之
先
生
（
福
岡
大
学
法
科
大
学
院
教
授
〔
当
時
〕）
が
基
調
報
告
の
中
で
、「
子
ど
も
つ
い

て
、
東
ア
ジ
ア
で
は
『
家
族
の
子
』
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
西
洋
社
会
に
お
い
て
は
『
神
の
子
』
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
に
儒
教
社
会
に
お
け
る
個
人
は
、
両
親
が
存
在
す
る
か
ら
可
能
で
あ
り
、
更
に
そ
の
前
の
先
祖
が
存
在

し
た
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
社
会
に
お
い
て
個
人
は
、
そ
れ
自
体
が
単
独
で
存
在
す
る
の
で
は

な
く
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
し
か
定
義
さ
れ
な
い
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

東
ア
ジ
ア
的
な
伝
統
が
韓
国
社
会
に
お
い
て
、
現
在
で
も
一
般
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
に
思
っ
て
い
る
。
韓
国
社
会
は

一
九
六
〇
年
代
か
ら
欧
米
先
進
諸
国
や
日
本
に
比
べ
て
、
一
足
遅
れ
た
産
業
化
が
始
ま
り
、「
圧
縮
的
な
近
代
化
」
を
経
験
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
「
圧
縮
的
な
近
代
化
」
は
、
単
に
産
業
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
価
値
観
や
家
族
構
造
の
変
化
お
よ
び
家
族
を
規
律
し
て
い

た
伝
統
社
会
の
規
範
に
ま
で
強
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
伝
統
社
会
の
規
範
は
解
体
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
規

範
と
価
値
体
系
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
韓
国
に
お
け
る
若
い
世
代
は
、
彼
ら
の
前
の
世
代

と
は
異
な
り
、「
個
人
の
幸
福
と
尊
厳
性
の
保
障
が
家
族
共
同
体
の
発
展
よ
り
優
先
す
る
」
と
い
う
価
値
観
が
強
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
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る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
の
中
で
、
家
族
の
構
造
お
よ
び
家
族
内
部
の
構
成
員
の
関
係
の
特
性
と
い
っ
た
、
そ
れ
ま
で
家
族
法
が
前
提
と
し

て
き
た
状
況
に
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
現
代
の
若
者
世
代
よ
り
も
前
の
世
代
で
は
、
暗
黙
裡
に
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の

が
変
容
し
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

韓
国
の
家
族
法
は
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
変
化
に
対
応
で
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
韓
国
社
会
の
家
族
問
題
や
家
族
法
を
研

究
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
解
明
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
の
視
点
か
ら
捉
え
る
と
、「
韓
国
の
家
族
法
は
ど
の
よ
う
な
個
人
や
家

族
を
前
提
に
し
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
検
討
対
象
と
す
る
第
一
の
問
題
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
は
、「
韓
国
の
家
族
法
は
家
族
構
成
員
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
う
え
で
、
適
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う

事
で
あ
る
。
ど
ん
な
社
会
で
も
、法
が
制
定
さ
れ
た
当
時
と
同
じ
状
況
が
継
続
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
家
族
法
に
と
っ
て
も
同
様
で
、

制
定
さ
れ
た
当
時
の
社
会
構
成
員
の
生
活
様
式
と
家
族
に
関
す
る
考
え
方
が
、
変
化
す
る
こ
と
な
く
現
在
ま
で
続
く
こ
と
は
無
い
と
言
え

る
。
そ
こ
で
、
法
学
者
は
、
現
代
社
会
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
制
定
法
を
解
釈
し
、
適
切
な
結
論
を
導
く
べ
く
努
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
家
族
の
意
義
が
変
化
し
て
き
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
制
定
法
の
解
釈
だ
け
で
こ
の
問
題
に
対
応
で
き
る
か
に
つ

い
て
は
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
三
の
問
題
は
、「
韓
国
の
社
会
構
成
員
が
理
想
と
す
る
家
族
像
と
は
い
か
な
る
も
の
か
？
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

韓
国
に
お
け
る
家
族
法
の
未
来
像
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

最
後
に
検
討
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
韓
国
に
お
け
る
法
改
正
の
歴
史
、
特
に
民
法
改
正
の
歴
史
と
い
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
は

家
族
法
改
正
の
歴
史
を
意
味
す
る
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
家
族
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
族

法
は
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
重
要
な
改
正
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
時
代
ご
と
の
家
族
構
成
員
の
家
族
観
や
行
動
様
式
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
こ
の
よ
う
な
法
改
正
を
実
現
し
て
き
た
原
動
力
は
何
処
か
ら
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
き
た
の
か
？
」
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と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
回
の
報
告
で
は
、
韓
国
家
族
法
の
歴
史
的
な
発
展
段
階
に
沿
っ
て
そ
の
特
徴
を
詳
解
し
、
最
近
の
動
向
を
分
析
し
、
韓
国
家
族
法
の

未
来
像
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
韓
国
の
人
々
が
、
家
族
を
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
検
証
し
、
韓

国
に
お
け
る
家
族
法
制
の
変
化
に
つ
い
て
、
そ
の
解
明
を
試
み
た
い
。
以
下
、
続
け
て
、「
２　

伝
統
社
会
の
家
族
と
韓
国
の
家
族
法
」、

「
３　

家
父
長
的
な
家
族
法
の
制
定
と
両
性
平
等
の
挑
戦
」、「
４　

人
権
の
領
域
と
し
て
の
韓
国
家
族
法
の
変
化
と
現
状
」
お
よ
び
「
５　

韓
国
家
族
法
の
未
来
」
と
い
う
順
で
検
討
を
進
め
る
。

２　

伝
統
社
会
の
家
族
と
韓
国
の
家
族
法
（
緒
戦
時
代
～
光
復
ま
で
）

東
ア
ジ
ア
諸
国
の
社
会
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
中
国
か
ら
文
化
的
・
思
想
的
な
影
響
を
受
け
て
き
た
。
特
に
、
中
国
の
家
族
制
度
で
あ

る
宗
法
制
は
、
儒
教
を
統
治
理
念
と
し
て
採
択
し
た
朝
鮮
半
島
の
社
会
に
お
け
る
士
大
夫
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
（
注
３
）。

宗

法
制
は
、王
室
の
家
族
員
を
諸
侯
に
任
命
し
て
分
割
統
治
を
図
る
過
程
の
中
で
確
立
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
諸
侯
の
別
子
を
始
祖
と
し
て
、

そ
の
始
祖
の
嫡
長
子
、
つ
ま
り
直
系
の
宗
統
が
大
宗
に
な
り
、
そ
の
傍
系
、
つ
ま
り
別
子
の
兄
弟
の
家
系
を
全
て
小
宗
と
し
た
後
、
宗
子

と
宗
婦
に
様
々
な
特
権
を
付
与
し
て
、
大
宗
が
絶
対
的
な
権
威
を
も
っ
て
小
宗
を
統
合
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
こ
の
過
程
の
中
で
家

族
内
の
財
産
と
権
力
の
嫡
長
子
継
承
原
則
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
原
則
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韓
国
の
家
族
は
長
男
子
が
両
親
と

一
緒
に
生
活
し
、
両
親
が
死
亡
し
た
後
で
も
、
こ
の
家
族
は
決
し
て
解
体
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
長
男
子
か
ら
次
の
長
男
子
へ
と
、
順
次
受

け
継
が
れ
、
永
久
に
存
続
す
る
父
系
の
超
時
間
的
な
制
度
と
し
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
家
族
が
超
時
間
的
な
父
系
中
心
の
制
度
と
し
て
、
絶
え
る
こ
と
な
く
引
き
継
が
れ
、
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
家
族
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構
成
員
の
重
要
な
道
徳
的
な
義
務
と
し
て
認
識
さ
れ
、
継
承
さ
れ
る
こ
の
「
家
」
は
、
社
会
の
単
位
で
あ
り
、
個
人
よ
り
優
先
す
る
も
の

で
あ
る
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、「
家
」
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
前
近
代
的
な
家
族
は
国
の
基
礎
と
な
る

重
要
な
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
個
人
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
家
」
を
前
提
と
し
、「
家
」
が
家
族
の
実
態
で
あ
り
、「
家
」

で
生
ま
れ
て
、「
家
」
で
生
活
し
、「
家
」
で
死
亡
す
る
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
「
家
」
の
承
継
原
理
は
父
系
中
心
の
超
時
間
的
制
度
と
し
て
存
続
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
宗

法
原
理
に
従
っ
た
、
朝
鮮
の
戸
籍
制
度
は
同
居
す
る
人
々
を
記
載
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
た
め
、
親
と
同
居
す
る
子
や
親
族
、
更

に
は
奴
婢
な
ど
も
戸
籍
に
登
載
す
る
が
、
た
と
え
親
の
実
子
で
あ
っ
て
も
別
居
し
て
い
る
場
合
は
、
別
の
戸
（
世
帯
）
と
考
え
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
別
戸
籍
が
編
製
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
時
代
の
戸
籍
は
現
実
の
居
住
単
位
で
あ
る
戸
（
世
帯
）
を
基
準
に
し
て
編
成
さ
れ
た

同
居
主
義
的
な
住
民
登
録
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
戸
籍
を
基
盤
と
す
る
抽
象
的
な
「
家
」
制
度
は
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
統
監
府
が
設
置
さ
れ
た
後
、
一
九
〇
九
年
三
月
、
民
籍
法
（
一
九
〇
九
年
三
月
法
律
第
八
号
）
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
韓
国
の
戸
籍
制
度
は
本
質
的
な
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
戸
口
調
査
規
則
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の

伝
統
的
な
戸
籍
制
度
は
な
く
な
り
、
戸
籍
の
目
的
は
従
来
の
戸
口
調
査
の
手
段
か
ら
脱
皮
し
て
、「
家
」
に
お
け
る
戸
主
と
家
員
と
の
身
分

関
係
を
公
示
・
公
証
す
る
公
文
書
と
し
て
の
性
質
を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
民
籍
法
上
の
戸
籍
は
「
家
」
を
編
成
単
位
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
の
家
族
共
同
生
活
関
係
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
戸
籍
法
の
施
行
に
よ
り
、
出

生
、
死
亡
、
戸
主
変
更
、
一
家
創
立
、
移
居
と
い
っ
た
よ
う
な
一
連
の
身
分
行
為
が
戸
主
の
関
与
の
下
で
戸
主
の
名
義
で
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
戸
主
は
「
家
」
の
「
主
宰
者
」
で
あ
る
こ
と
が
法
律
の
規
定
と
し
て
明
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



資 料

阪経法論 83（’20. 11）　154

３　

家
父
長
的
な
家
族
法
の
制
定
と
両
性
平
等
の
挑
戦

（
１
）
家
父
長
的
な
家
族
法
の
制
定
と
問
題
点

一
九
四
五
年
の
光
復
（
日
本
の
支
配
か
ら
の
解
放
）、そ
の
後
に
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
を
経
験
す
る
中
で
、韓
国
政
府
は
、一
九
五
八

年
に
独
自
の
民
法
制
定
を
成
し
遂
げ
た
。
こ
の
当
時
、
既
に
韓
国
女
性
団
体
連
合
は
朝
鮮
戦
争
中
の
一
九
五
三
年
か
ら
韓
国
最
初
の
司
法

試
験
女
性
合
格
者
で
あ
る
イ
・
テ
ヨ
ン
弁
護
士
を
中
心
に
国
会
お
よ
び
法
典
編
纂
委
員
会
の
委
員
長
に
対
し
て
、「
民
法
中
の
親
族
編
お
よ

び
相
続
編
の
制
定
に
関
す
る
建
議
書
」
を
提
示
し
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
男
女
平
等
の
原
則
が
反
映
さ
れ
た
家
族
法
制
定
の
た
め
の

運
動
を
多
方
面
で
展
開
し
た
。
彼
ら
は
戸
主
制
度
の
存
在
自
体
を
問
題
視
し
て
い
た
が
、
戸
主
制
度
を
民
法
典
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、

次
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

①   

女
戸
主
ま
た
は
女
戸
主
に
な
る
べ
き
子
女
が
婚
姻
す
る
場
合
、当
事
者
間
の
合
議
で
夫
が
女
戸
主
の
家
ま
た
は
妻
の
父
の
家
に
入
籍

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

② 

夫
婦
の
協
議
で
同
居
場
所
を
決
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

③ 

離
婚
に
よ
る
財
産
分
与
請
求
権
を
新
設
す
る
こ
と
。

④ 

両
親
が
共
同
で
親
権
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ま
た
、
イ
・
テ
ヨ
ン
弁
護
士
は
一
九
五
六
年
「
女
性
法
律
相
談
所
」
を
設
立
（
一
九
六
六
年
「
家
庭
法
律
相
談
所
」
に
改
名
）
し
、
そ

の
当
時
、
女
性
た
ち
が
婚
姻
関
係
の
中
で
経
験
す
る
不
平
等
の
問
題
や
、
多
く
の
女
性
が
法
律
的
な
知
識
の
不
足
に
よ
っ
て
直
面
す
る
こ
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と
と
な
る
家
庭
内
の
不
利
益
に
関
し
て
、
相
談
を
通
じ
た
法
律
援
助
を
展
開
し
つ
つ
、
法
律
知
識
を
啓
発
す
る
た
め
に
定
期
的
に
法
律
講

座
な
ど
を
開
講
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
た
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
民
法
の
制
定
過
程
で
参
考
に
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
制
定
・
公
布
さ
れ
た
韓
国
民
法
は
日
本

の
明
治
民
法
の
旧
規
定
（
一
九
四
七
〔
昭
和
二
二
〕
年
改
正
前
の
民
法
第
四
編
「
親
族
」・
第
五
編
「
相
続
」）
と
同
様
の
「
戸
主
と
家
族
」

と
い
う
制
度
が
規
定
さ
れ
、
戸
主
権
を
有
す
る
戸
主
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
る
「
家
制
度
」
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
六
〇
年

に
は
、
戸
籍
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
民
法
の
定
め
る
戸
主
制
度
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
日
本
の
戸
籍

制
度
と
類
似
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
た
。
特
に
、
こ
の
戸
主
制
度
で
は
戸
主
承
継
の
順
位
を
徹
底
的
に
男
系
血
族
中
心
に
規
定
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
た
。
父
が
死
亡
し
た
場
合
の
戸
主
相
続
は
「
一
．
直
系
卑
属
男
子
、
二
．
家
族
で
あ
る
直
系
卑
属
女
子
、
三
．
配
偶
者
、
四
．

家
族
で
あ
る
直
系
尊
属
女
子
、
五
．
家
族
で
あ
る
直
系
卑
属
の
妻
」
の
順
に
承
継
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
（
一
九
五
八
年
制
定
韓
国

民
法
第
九
八
四
条
）。
ま
た
、「
未
成
年
者
は
、
そ
の
家
の
父
の
親
権
に
服
す
る
（
一
九
五
八
年
制
定
韓
国
民
法
第
九
〇
九
条
第
一
項
）
と

さ
れ
、
子
女
の
親
権
に
関
し
て
、
母
の
地
位
が
非
常
に
弱
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

家
族
法
で
定
め
ら
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
両
性
不
平
等
の
構
造
に
関
し
て
は
、
民
法
制
定
当
初
か
ら
問
題
と
さ
れ
、
戸
主
制
廃
止
を
目
的

と
す
る
女
性
運
動
が
活
発
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
・
テ
ヨ
ン
弁
護
士
を
中
心
と
し
た
「
家
庭
法
律
相
談
所
」
で
は
、
戸
主
制

廃
止
を
目
的
と
す
る
国
民
法
律
啓
発
運
動
を
展
開
し
、
一
九
七
五
年
に
は
戸
主
制
を
廃
止
す
る
法
律
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
法
案
は
国
会
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
戸
主
制
度
は
そ
の
後
も
存
続
す
る
こ
と
と
な
り
、
韓
国
の
家
族
法
で
は

封
建
的
な
家
制
度
が
継
続
し
、
抽
象
的
な
男
系
血
族
に
よ
る
「
家
」
の
承
継
が
戸
籍
制
度
を
通
じ
て
公
示
さ
れ
る
家
族
制
度
と
し
て
定
着

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
韓
国
で
は
、
民
法
で
定
め
ら
れ
た
家
制
度
と
し
て
の
家
族
は
、
そ
の
当
時
の
韓
国
の
家
族
の
実
質
的

な
生
活
共
同
体
と
は
乖
離
す
る
も
の
と
な
り
、
戸
籍
法
で
は
、
戸
主
と
い
う
家
父
長
と
家
族
構
成
員
の
身
分
関
係
を
規
律
す
る
身
分
の
公
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示
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
七
七
年
に
民
法
典
の
中
の
家
族
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
男
女
不
平
等
の
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た

父
に
よ
る
単
独
で
の
親
権
行
使
を
父
母
が
同
等
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
法
定
相
続
の
際
の
相
続
分
に
関
し
て
、
そ
れ
ま

で
差
別
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
、
未
婚
の
娘
と
息
子
の
相
続
分
を
均
等
に
変
更
し
、
妻
の
相
続
分
も
引
き
上
げ
ら
れ
、
長
男
と
等
し
い
相
続

分
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
父
母
に
よ
る
親
権
行
使
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、
父
母
の
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、

父
に
よ
る
親
権
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
完
全
な
両
性
平
等
が
実
現
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

（
２
）
両
性
平
等
の
観
点
か
ら
の
韓
国
家
族
法
改
正 

一
九
七
七
年
に
、
父
母
に
よ
る
親
権
行
使
が
認
め
ら
れ
、
未
婚
の
娘
と
息
子
の
相
続
分
を
均
等
と
す
る
法
改
正
が
実
現
し
た
こ
と
は
、

制
限
的
で
は
あ
る
が
、
両
性
平
等
の
実
現
に
一
歩
近
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
韓
国
社
会
は
様
々
な

変
化
を
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
な
り
、
軍
部
が
政
権
を
掌
握
し
た
が
、
そ
の
基
盤
は
必
ず
し
も
強
固
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
、
政
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
様
々
な
支
持
層
を
結
集
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
動
き
の
一
つ
が
、
一
九
八
四
年
に
女

性
団
体
が
主
張
し
た
「
Ｕ
Ｎ
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
批
准
の
実
現
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
条
約
を
批
准
し
た
当

時
の
韓
国
で
は
、
条
約
の
規
定
の
内
の
、「
婚
姻
中
及
び
婚
姻
を
解
消
す
る
時
の
同
一
な
権
利
と
責
任
（
第
一
六
条
第
一
項
〔
ｃ
〕）」、「
子

女
に
関
す
る
問
題
に
関
す
る
両
親
と
し
て
の
等
し
い
権
利
と
責
任
（
第
一
六
条
第
一
項
〔
ｄ
〕）」、「
児
童
に
対
す
る
保
護
、
後
見
、
財
産

管
理
に
関
連
し
て
男
女
の
同
一
な
権
利
と
責
任
（
第
一
六
条
第
一
項
〔
ｆ
〕）」
お
よ
び
「
夫
及
び
妻
の
同
一
の
個
人
的
権
利
（
姓
及
び
職

業
を
選
択
す
る
権
利
）（
第
一
六
条
第
一
項
〔
ｇ
〕）」
に
関
す
る
規
定
に
関
し
て
は
、
留
保
す
る
こ
と
で
、
条
約
の
批
准
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、「
Ｕ
Ｎ
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
の
批
准
国
と
し
て
韓
国
政
府
は
留
保
し
た
関
連
国
内
法
の
規
定
と
そ
の
他
の
女
性
差
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別
的
な
法
律
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
女
性
団
体
が
中
心
に
な
っ
て
家

族
法
改
正
の
た
め
の
国
民
ア
ン
ケ
ー
ト
、
国
会
議
員
に
対
す
る
ロ
ビ
ー
活
動
な
ど
の
多
様
な
運
動
を
展
開
し
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
法
学
者

の
協
力
を
得
て
、
戸
主
制
度
廃
止
と
「
Ｕ
Ｎ
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
の
批
准
留
保
条
項
の
条
件
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
を
含
め
た
新
し
い
家

族
法
改
正
案
を
策
定
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
会
で
の
議
論
の
過
程
で
、
戸
主
制
度
は
家
族
法
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
制
度
と
し
て
、
戸
主
制
度
を
廃
止
し
た
場

合
に
、
法
体
系
だ
け
で
は
な
く
家
族
と
社
会
全
体
に
与
え
る
影
響
が
大
き
す
ぎ
る
と
の
懸
念
か
ら
、
戸
主
制
度
廃
止
の
可
否
に
つ
い
て
は
、

慎
重
な
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
戸
主
制
度
を
存
置
し
た
上
で
、
戸
主
権
を
大
幅
に
削
減
し
、
戸
主
相
続
制
度
を
戸
主
承
継
制
度
に

名
称
変
更
す
る
程
度
の
改
正
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
戸
主
制
度
を
存
置
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
韓
国
の
家
族
が
従
来
ど
お
り
の

抽
象
的
な
「
家
」
制
度
を
中
心
と
す
る
男
系
血
族
に
よ
る
承
継
の
た
め
の
抽
象
的
な
集
団
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
族
法
が
伝
統
的
な
「
家
」
制
度
を
家
族
と
し
て
規
定
し
て
い
る
た
め
、
実
質
的
に
は
共
同
で
経
済
共
同
体
の

一
員
と
し
て
生
活
し
て
い
て
も
戸
主
の
血
族
で
は
な
い
者
は
家
族
構
成
員
と
し
て
認
め
て
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
そ
の
身
分
が

戸
籍
制
度
を
通
じ
て
公
示
さ
れ
て
い
た
た
め
、
戸
主
と
の
婚
姻
や
縁
組
と
い
っ
た
関
係
に
な
い
者
は
、
対
内
的
に
も
、
ま
た
対
外
的
に
も

差
別
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

戸
主
制
度
を
基
本
的
に
維
持
し
た
こ
と
を
除
い
て
は
、
家
族
法
は
女
性
団
体
が
主
張
し
て
き
た
内
容
の
相
当
な
部
分
が
反
映
さ
れ
る
形

で
、
一
九
九
〇
年
一
月
一
三
日
法
律
第
四
一
九
九
号
と
し
て
公
布
、
一
九
九
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①  

改
正
家
族
法
は
、
親
族
の
範
囲
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
父
系
八
寸
（
親
等
）・
母
系
四
寸
（
親
等
）
以
内
の
血
族
と
規
定
し
て
い
た
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も
の
を
、
父
系
と
母
系
を
問
わ
ず
八
寸
（
親
等
）
以
内
の
血
族
、
四
寸
（
親
等
）
以
内
の
姻
族
お
よ
び
配
偶
者
に
変
更
し
た
（
第

七
七
七
条
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
家
族
法
の
制
定
以
来
ず
っ
と
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
、
親
族
の
範
囲
を
父
系
と
母
系
で
差
別
す
る
と
い
う
規
定

は
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
親
族
の
範
囲
が
広
範
に
な
り
、
禁
婚
範
囲
が
拡
張
さ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
不
合
理
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
改
正
は
必
ず
し
も
望
ま
し
い
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、
配

偶
者
選
択
の
自
由
が
、
形
式
的
平
等
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

②  

離
婚
す
る
場
合
に
子
の
養
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
父
母
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
父
が
養
育
に
つ
い
て
責
任
を
負
う

と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
改
正
に
よ
り
、
父
母
の
協
議
が
で
き
な
い
場
合
ま
た
は
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
当
事
者
の
請
求
に

よ
り
家
庭
法
院
が
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
に
な
り 

（
第
八
三
七
条
）、
離
婚
時
の
子
の
養
育
責
任
に
関
し
て
父
母
平
等
原
則
が
実
現
し

た
。

③   

改
正
家
族
法
で
は
、
別
居
親
が
子
と
面
会
交
流
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
と
も
に
（
第
八
三
七
条
の
二
第
一
項
）、
当
事
者
の
請
求
に

基
づ
い
て
、
子
の
福
祉
の
観
点
か
ら
、
必
要
な
場
合
は
、
家
庭
法
院
が
面
会
交
流
の
制
限
ま
た
は
禁
止
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第

八
三
七
条
の
二
第
二
項
）。

④   

離
婚
に
よ
り
、
生
活
が
困
窮
す
る
女
性
の
保
護
の
必
要
性
の
観
点
か
ら
、
女
性
団
体
が
一
九
五
三
年
か
ら
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た

離
婚
財
産
分
与
請
求
権
の
規
定
が
、
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
協
議
上
の
離
婚
を
し
た
夫
婦
の
一
方
は
、
離
婚
後
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二
年
以
内
に
、
他
方
に
対
し
て
財
産
分
与
の
請
求
が
認
め
ら
れ
（
第
八
三
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
）、
当
事
者
で
協
議
が
で
き

な
い
場
合
ま
た
は
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
家
庭
法
院
が
、
財
産
形
成
に
対
す
る
寄
与
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
分
与
の

額
お
よ
び
方
法
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第
八
三
九
条
の
二
第
二
項
）。

一
九
九
〇
年
に
財
産
分
与
制
度
が
導
入
さ
れ
た
当
初
は
、
家
庭
法
院
は
特
に
そ
の
基
準
を
定
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
専
業

主
婦
の
離
婚
の
場
合
は
、
一
般
に
財
産
の
三
分
の
一
の
分
与
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
分
与
の
割
合
に
つ
い
て
は
、

女
性
法
律
家
や
法
学
者
の
多
く
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。「
夫
婦
共
同
で
の
財
産
形
成
の
寄
与
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
、三
分
の

一
と
い
う
比
率
は
、
必
ず
し
も
根
拠
の
あ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
と
批
判
さ
れ
三
分
の
一
の
判
断
基
準
の
提
示
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
家
庭
法
院
は
そ
の
合
理
的
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
韓
国
民
法
第
八
三
三
条
は
「
夫
婦
の
共
同
生
活
に
必
要

な
費
用
は
当
事
者
間
に
特
別
な
約
定
が
な
い
場
合
は
夫
婦
が
共
同
で
負
担
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
生
活
費
用

は
賃
金
労
働
を
通
じ
た
金
銭
的
な
寄
与
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
女
性
の
家
事
労
働
に
よ
る
寄
与
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
解
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
事
労
働
を
通
じ
て
生
活
費
に
寄
与
し
た
女
性
は
生
活
費
を
共
同
負
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
婚
姻
期
間

中
に
形
成
さ
れ
た
財
産
に
関
し
て
は
、
夫
婦
の
同
等
な
共
同
寄
与
の
結
果
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
一
九
九
〇
年
の
財
産
分
与
制
度
導
入
以
来
、
こ
の
分
割
割
合
に
関
す
る
論
争
が
続
い
て
お
り
、
現
実
問
題
と
し
て
、
女
性
の
法
律
家

の
比
率
が
高
ま
り
、
法
院
の
女
性
裁
判
官
比
率
が
高
ま
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
結
果
と
し
て
、
離
婚
財
産
分
与
の
割
合
に
違
い
が
生
じ
る

と
い
っ
た
現
象
も
起
こ
っ
て
き
た
。
最
近
で
は
、
専
業
主
婦
ま
た
は
準
専
業
主
婦
が
離
婚
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
財
産
分
与
と
し
て
二

分
の
一
に
相
当
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
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【
注
】

（
注
１
） 

本
稿
は
、
車
善
子
教
授
（
大
韓
民
国
全
南
大
学
校
法
律
専
門
大
学
、
大
韓
民
国
大
統
領
女
性
政
策
諮
問
委
員
・
国
会
立
法
支
援
諮
問
委
員
等

を
歴
任
）
が
、
執
筆
者
（
福
岡
大
学
法
科
大
学
院
教
授
〔
当
時
〕）
の
も
と
で
、
福
岡
大
学
法
科
大
学
院
外
国
人
研
究
員
と
し
て
「
国
際
養

子
縁
組
の
研
究
」
に
従
事
し
て
い
た
際
に
、
司
法
機
関
、
行
政
機
関
お
よ
び
大
学
等
で
行
っ
た
研
究
報
告
の
内
容
を
本
人
の
了
解
を
得
て
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
と
関
連
す
る
テ
ー
マ
で
、
車
善
子
教
授
が
、
福
岡
大
学
法
科
大
学
院
の
国
際
セ
ミ
ナ
ー
で
報
告
し
た
内

容
を
翻
訳
し
た
も
の
と
し
て
、
車
善
子
・（
翻
訳
）
金
旼
姝
・（
監
修
）
小
川
富
之
「
大
韓
民
国
に
お
け
る
家
族
法
改
革
」
法
學
論
叢
（
福
岡

大
学
）
第
六
三
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
〔
平
成
三
〇
〕
年
一
二
月
）
七
六
七
頁
も
併
せ
て
参
照
の
こ
と
。

（
注
２
） 

戸
籍
時
報
七
六
八
号
二
頁
。
こ
の
会
議
に
つ
い
て
の
概
要
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
参
照
の
こ
と
。

（
注
３
） 

イ
・
ヨ
ン
チ
ュ
ン
（
一
九
九
五
）、「
宗
法
の
原
理
と
韓
国
社
会
で
の
伝
統
」
家
族
と
法
制
の
社
会
史
（
韓
国
社
会
史
学
会
論
文
集
第
四
六
集
・

韓
国
社
会
史
学
会
）
二
五-
二
七
頁
。


