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一

は

じ

め

に

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
幼
い
子
を
も
つ
親
が
別
居
ま
た
は
離
婚
す
る
に
当
っ
て
、
今
後
、
子
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
監
護
し
、
子
と

面
接
し
て
い
く
か
は
、
連
邦
離
婚
法
ま
た
は
各
州
の
法
律
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
方
法
に
つ
い
て
両
親
が
合
意
で
き
れ
ば
そ
れ
に

よ
る
し
、
合
意
で
き
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
親
が
子
を
監
護
す
る
方
法
を
大
き
く
分

け
れ
ば
、
単
独
監
護

(
S

o
le

cu
sto

d
y)

と
共
同
監
護

(
Jo

in
t

cu
sto

d
y)

の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
単
独
監
護
で
は
、
子
の
養
育
を

め
ぐ
っ
て
必
要
な
身
上
監
護
・
世
話
お
よ
び
監
督
を
す
る
法
律
上
の
監
護
権
を
す
べ
て
当
初
よ
り
親
の
一
方
の
み
に
与
え
、
他
方
に

は
合
理
的
と
判
断
さ
れ
る
子
と
の
面
接
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
厳
格
な
意
味
で
の
単
独
監
護
で
あ
る

(

�)

が
、
こ
の
変
形
と
し
て
二
つ

の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
分
配
監
護

(
S

p
rit

cu
sto

d
y)

と
分
割
監
護

(
D

iv
id

e
d

cu
sto

d
y)

が
そ
れ
で
あ
る
。
分
配
監
護
は
単
独
監

護
の
変
形
と
考
え
ら
れ
、
各
親
が
一
人
ま
た
二
人
以
上
の
子
の
世
話
お
よ
び
監
督
を
引
き
受
け
、
自
分
が
監
督
し
な
い
子
と
の
面
接

を
定
め
る
。
子
の
年
令
が
隔
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
他
の
特
別
な
事
情
の
あ
る
と
き
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
十
六
才

・
九
才
・
十
才
の
三
人
の
子
が
い
る
と
き
、
年
長
の
子
は
父
と
住
む
こ
と
を
望
み
、
年
下
の
二
人
の
子
は
母
を
選
ぶ
と
い
わ
れ
る

(

�)

。

も
う
一
つ
の
分
割
監
護
に
よ
れ
ば
、
子
が
一
年
ま
た
は
特
定
の
期
間
、
一
方
の
親
の
許
に
、
他
の
期
間
は
も
う
一
方
の
親
の
許
で
生

活
す
る
。
こ
の
方
法
は
、
両
親
が
国
内
で
遠
く
離
れ
て
住
ん
で
い
る
か
、
別
々
の
国
に
住
む
と
き
に
適
用
さ
れ
る
が
、
子
に
と
っ
て

は
安
定
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と
い
わ
れ
る

(

�)

。

右
に
み
た
単
独
監
護
と
対
比
さ
れ
る
の
が
い
わ
ゆ
る
共
同
監
護
で
あ
る
。
実
際
に
監
護
の
仕
事
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
か
に

関
係
な
く
、
両
親
が
意
思
決
定
の
手
順

(
d
e

cisio
n

m
ak

in
g

p
ro

ce
ss)

を
分
担
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

(

�)

。
だ
が
、
共
同
監
護

と
は
い
い
な
が
ら
、
両
親
が
婚
姻
中
に
共
同
生
活
を
営
み
な
が
ら
子
の
監
護
も
共
同
で
行
う
完
全
な
意
味
で
の
共
同
監
護
と
は
実
質
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を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、
一
つ
は
共
同
監
護
を

｢

親
の
責
任
分
担｣

(
S

h
are

q
p

are
n

tal
R

e
sp

o
n

sib
ility

ま
た

は
S

h
are

d
p

are
n

tin
g)

と
位
置
づ
け
る
。
一
九
九
七
年
に
設
立
さ
れ
た
連
邦
の
上
下
両
院
に
よ
る

｢

児
童
の
監
護
お
よ
び
面
接
に

関
す
る
特
別
合
同
委
員
会｣

(
th

e
S

p
e

cial
Jo

in
t

C
o

m
m

itte
e

o
n

C
h

ild
C

u
sto

d
y

an
d

A
cce

ss)

は
報
告
書
の
中
で
、｢

こ
れ
ま
で

用
い
ら
れ
て
き
た
監
護
・
面
接

(
C

u
sto

d
y

・A
cce

ss)

と
の
用
語
を

�親
の
責
任
分
担
�
と
い
う
概
念
・
表
示
で
置
き
代
え
る
べ

き
こ
と

(

�)｣

を
結
論
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
八
六
年
の
連
邦
離
婚
法
は
第
十
六
条
四
項
に
お
い
て
、
一
人
ま
た
は
複
数
の
人
へ
の
監

護
命
令
を
裁
判
所
に
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
よ
う
な
親
の
責
任
分
担
の
増
加
へ
の
扉
を
開
い
た

(

�)

と
い
う
。
さ
ら
に
、
子
が
両
親

の
各
自
と
定
め
ら
れ
た
基
本
的
な
期
間
を
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
ま
で
過
す
こ
と

(

�)

と
し
た
り
、
分
担
監
護(

S
h

are
d

C
u

sto
d

y)

ま
た
は
交
換
監
護

(
alte

rn
ativ

e
cu

sto
d

y)

と
も
よ
ば
れ
て
い
る

(

�)

。
本
稿
で
は
右
の
よ
う
な
事
情
を
充
分
に
理
解
し
た
う
え
で
、

｢

親
の
責
任
分
担｣

と
い
う
意
味
で
共
同
監
護
と
い
う
名
称
を
用
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ナ
ダ
の
総
人
口
の
約
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
一
九
七
六
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
一
三
・

五
〇
〇
件
の
離
婚
に
つ
い
て
、
幼
い
子
が
二
六
・
〇
〇
〇
人
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
で
父
に
子
の
身
上
監
護
を
認
め
て
い
る
の

は
、
わ
ず
か
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
結
論
に
達
す
る
た
め
に
使
用
す
る
要
因
は
、
い
わ
ゆ
る

｢

幼
弱
年
令
の
原

則

(

�)｣
(

T
e

n
d
e

r
Y

e
ar

d
o

cto
rin

e)

に
よ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
を
カ
ナ
ダ
全
土
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
一
九
八
三
年
の

統
計
で
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
子
は
彼
等
の
母
の
監
護
に
委
ね
ら
れ

(

	)

、
一
九
八
八
年
に
は
一
般
的
な
処
置
と
し
て
、
両
親
の
間
に
異

議
が
な
け
れ
ば
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
母
の
単
独
監
護
と
さ
れ
、
父
が
反
対
し
た
と
き
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
な
い
し
八
パ
ー
セ
ン
ト
が

母
の
単
独
監
護
を
認
め
る
に
す
ぎ
な
い

(


)

。
さ
ら
に
一
九
九
〇
年
に
は
母
の
単
独
監
護
が
七
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
父
が
六
パ
ー
セ
ン
ト

な
い
し
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
九
一
年
に
は
母
が
七
十
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
父
が
十
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

(

�)

ま
た
、
一

九
九
五
年
に
は
母
が
八
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
対
し
、
父
は
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
さ
ら
に

一
九
九
九
年
に
は
母
が
六
十
二
・
二
パ
ー
セ
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ン
ト
、
父
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
他
方
で
共
同
監
護
が
二
十
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
な
い
し
二
十
八
パ
ー
セ
ン
ト

(

�)

と
増
加
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
当
時
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
子
の
共
同
監
護
を
認
め
る
の
が
適
切
か
に
つ
い
て
、

見
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
父
母
が
合
意
し
て
い
る
例
外
的
な
場
合
に
限
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
別
の
説
明
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
慣
例
と
し
て
共
同
監
護
は
実
際
に
余
り
意
味
を
も
た
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
子
を
実
際
に
監
護
し
な
い
一
方
の
親
は
、
自
分
は
子
の
生
活
に
関
与
し
て
い
る
が
、
現
実
に
は
そ
こ
で
子
が
寝

泊
り
し
て
い
る
他
方
の
親
が
す
べ
て
を
決
定
す
る
の
だ
と
自
ら
を
慰
め
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
父
は
共
同
監
護
を
求

め
る

(

�)

と
い
う
。

筆
者
は
さ
き
に
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
つ
い
て
、
共
同
監
護
を
め
ぐ
る
裁
判
所
の
判
断
を
考
察
し
た

(

�)

が
、
本
稿
で
は
カ
ナ
ダ
西
部
の
四

州

(

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
、
サ
ス
カ
チ
ェ
ワ
ン
州
お
よ
び
マ
ニ
ト
バ
州)

に
つ
い
て
、
両
親
の
別

居
ま
た
は
離
婚
後
に
子
の
共
同
監
護
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
、
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
の
前
半
に
か
け
て
の
事

例
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。

(

�)

村
井

｢

子
の
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の
是
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二

子
の
共
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監
護

西
部
四
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の
実
情

Ⅰ

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州

Ｂ
・
Ｃ
州
で
は
一
九
七
八
年
の

｢

家
族
関
係
法｣

(
T

h
e

D
o

m
e

stic
R

e
latio

n
s

A
ct)

に
よ
り
、｢

子
を
監
護
で
き
る
人｣

と
題

し
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
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第
三
十
四
条

�

第
二
項
に
従
い
、
子
を
監
護
で
き
る
人
は
、
�
父
お
よ
び
母
が
同
居
し
て
い
る
と
き
は
、
父
お
よ
び
母
が
共

同
し
て
、
�
父
お
よ
び
母
が
別
居
し
て
い
る
と
き
は
、
子
が
通
常
そ
こ
に
居
住
す
る
一
方
の
親
、
�
裁
判
所
の
命
令
の
も
と
で
監
護

が
存
在
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
有
す
る
人
、
さ
ら
に
、
�
書
面
に
よ
る
合
意
の
も
と
で
監
護
が
存
在
す
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。

�

第
一
項
の
も
と
で
数
人
が
監
護
に
つ
い
て
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
�

裁
判
所
の
命
令
の
も
と
で
監
護
を
す

る
人
、
�

�
号
を
適
用
し
な
い
と
き
は
、
合
意
に
よ
り
監
護
を
委
ね
ら
れ
た
人
、
�

�
号
お
よ
び
�
号
を
適
用
し
な
い
と
き
は
、

子
が
通
常
そ
こ
に
居
住
し
、
監
護
を
主
張
し
て
い
る
人
、
�

�
号
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
も
と
で
二
人
が
等
し
く
権
利
を
有
す
る
と

き
、
一
般
に
は
日
々
、
子
の
身
上
の
世
話
を
す
る
人
は
、
裁
判
所
が
別
の
命
令
を
す
る
と
き
を
除
き
、
他
の
人
々
を
除
外
し
て
監
護

を
行
う
こ
と
が
で
き
る

(

１)

旨
を
定
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
項
の
�
は
子
の
父
母
が
正
常
な
状
態
で
婚
姻
を
維
持
し
、
子
を
共
同
監
護
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
�
は
父
母

が
別
居
し
、
現
実
に
一
方
が
子
を
単
独
で
監
護
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
も
の
で
、
共
同
監
護
を
め
ぐ

る
Ｂ
・
Ｃ
州
に
み
ら
れ
る
事
情
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

①

K
a

m
im

u
ra

v
.

K
a

m
im

u
ra
(

一
九
八
八)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は

一
九
七
七
年
に
婚
姻
し
、
同
八
四
年
に
別
居
し
た
。
婚
姻
後
、
父
は
フ
ル
・
タ
イ
ム
で
働
く
こ

と
は
な
い
が
、
婚
姻
前
に
相
続
し
た
賃
貸
財
産
に
よ
る
収
入
で
家
族
の
生
活
を
維
持
し
て
い
る
。
七
才
と
五
才
の
娘
が
い
る
。
夫
婦

は
子
の
養
育
に
熱
中
し
、
父
は
二
人
の
子
を
彼
の
帆
船
で
帆
走
に
連
れ
て
い
っ
た
り
す
る
。
別
居
後
、
夫
婦
は
合
意
の
も
と
に
子
の

神戸学院法学 第37巻第２号
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共
同
監
護
を
引
き
受
け
、
不
和
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
の
養
育
に
は
協
力
し
た
。
そ
の
後
、
母
は
二
人
の
子
の
監
護
お
よ
び
扶
養
料

を
請
求
し
、
父
は
共
同
監
護
を
求
め
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
共
同
監
護
を
認
め
、
母
に
は
身
上
監
護
・
世
話
お
よ
び
監
督

(
C

are
an

d
co

n
tro

l)

を
、
父
に
は
子

と
の
面
接
お
よ
び
月
に
三
〇
〇
ド
ル
の
扶
養
料
の
支
払
い
を
命
じ
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
監
護
同

意
に
拘
束
さ
れ
ず
、
子
の
最
善
の
利
益
に
も
と
づ
い
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
は
子
の
養
育
に
つ
い
て
努
力
し
、
良
き

両
親
で
あ
っ
た
。
共
同
監
護
は
過
去
に
お
い
て
う
ま
く
働
き
、
子
の
最
善
の
利
益
は
共
同
監
護
を
認
め
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
よ
う
。

子
の
主
な
居
所
は
、
冬
季
は
母
の
許
に
、
夏
季
お
よ
び
休
日
に
は
父
の
許
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
夫
婦
が
別
居
す
る
ま
で
、
子
の
監
護
は
順
調
に
行
わ
れ
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
教
育
に
関
す
る
権
限
は
各
州
お

よ
び
準
州
の
州
政
府
に
あ
る

(

�)

。
Ｂ
・
Ｃ
州
で
五
才
か
ら
始
ま
る
義
務
教
育
を
う
け
る
二
人
の
子
の
養
育
費
に
つ
い
て
、
夫
が
フ
ル
・

タ
イ
ム
で
働
く
必
要
は
な
か
っ
た
。
彼
の
所
有
す
る
帆
船
も
そ
の
価
値
を
充
分
に
発
揮
し
て
い
た
。
問
題
は
そ
の
直
後
に
生
じ
た
。

彼
等
は
合
意
で
子
の
監
護
を
引
き
受
け
た
と
い
う
が
、
父
が
自
分
の
手
元
で
二
人
の
子
を
現
実
に
養
育
し
、
扶
養
料
を
負
担
し
、
母

は
定
期
的
に
子
と
面
接
し
て
い
た
の
が
実
情
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
父
に
よ
る
単
独
監
護
で
あ
る
。
し
か
し
、
母
は
こ
の

よ
う
な
方
法
に
満
足
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
彼
女
に
よ
る
子
の
単
独
監
護
を
請
求
し
、
扶
養
料
の
支
払
い
を
父
に
求
め
た
。
こ

の
場
合
、
母
に
充
分
な
資
力
が
あ
り
、
二
人
の
幼
い
子
の
監
護
を
彼
女
に
委
ね
る
の
が
適
切
と
裁
判
所
が
判
断
す
れ
ば
、
母
に
単
独

監
護
を
認
め
る
余
地
も
存
在
し
よ
う
。
だ
が
、
当
面
の
場
合
、
母
に
は
現
実
に
右
の
よ
う
な
資
力
が
な
く
、
父
の
収
入
に
た
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、
い
わ
ば
次
善
の
策
と
し
て
共
同
監
護
の
方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

子の共同監護の実情
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②

M
c

N
e

il
v

.
M

c
N

e
il
(

一
九
八
九

)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
七
九
年
に
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
婚
姻
し
、
同
八
六
年
に
別
居
し
た
。
五
才
と
三
才
の
二
人
の
子

が
い
る
。
婚
姻
後
、
妻
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
再
生
し
、
夫
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
信
仰
は
未
熟
で
あ
り
、
妻
の
宗

教
に
深
く
か
か
わ
り
合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
時
、
夫
が
他
女
と
関
係
を
も
っ
た
た
め
、
妻
は
夫
が
子
と
面
接
す
る
の
に
干
渉
し

た
が
、
夫
の
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
の
ゆ
え
に
、
不
本
意
な
が
ら
協
力
し
た
。
最
後
に
両
者
は
離
婚
手
続
に
お
い
て
、
各
自
が
子
の
監

護
を
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
妻
に
子
の
単
独
監
護
を
与
え
、
夫
に
は
子
と
の
面
接
の
み
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
妻
は
い
や
い
や
な
が
ら
夫
と
他
女
の
関
係
を
受
け
入
れ
た
。
夫
の
過
去
の
非
行
は
最
近
の
夫
婦
関
係
の
健
全
な
状
態
に
照

ら
せ
ば
、
監
護
に
関
係
は
な
か
っ
た
。
妻
の
宗
教
的
慣
例
は
何
も
重
大
な
問
題
と
な
ら
な
い
。
双
方
と
も
子
を
愛
し
て
お
り
、
子
の

ニ
ー
ズ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
宗
教
・
教
育
お
よ
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
彼
等
の
見
解
が
ち
が
っ
て
い
る

こ
と
は
、
子
の
共
同
監
護
を
実
行
不
可
能
に
す
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
子
の
父
母
が
信
じ
る
宗
教
が
ち
が
っ
て
い
る
。
幼
い
子
の
父
母
が
同
じ
宗
教
の
信
者
と
し
て
子
を
教
育
し
て
い
る
限
り
、

宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
が
こ
と
さ
ら
正
面
か
ら
と
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、
ま
し
て
そ
れ
が
裁
判
上
の
問
題
と
し
て

注
目
を
引
く
事
態
は
み
ら
れ
ま
い
。
だ
が
、
父
母
が
そ
れ
ぞ
れ
信
仰
を
異
に
し
、
子
の
監
護
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
対
立
す
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
そ
の
荒
波
を
幼
い
子
が
ま
と
も
に
受
け
て
し
ま
う
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
国
の
宗
教
と
か
州
の
宗
教
と
い
っ
た
も
の
は

存
在
し
な
い
。
子
の
監
護
に
関
連
し
て
、
父
母
そ
れ
ぞ
れ
の
信
じ
る
宗
教
が
問
題
に
な
る
場
合
に
、
裁
判
所
は
宗
教
の
問
題
に
つ
い

て
、
あ
く
ま
で
も
中
立
的
な
立
場
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
面
の
場
合
、
妻
は
厳
正
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、
父
は

未
熟
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る

(

�)

。
も
し
両
者
と
も
誠
実
な
信
者
で
あ
れ
ば
、
時
と
し
て
、
各
自
の
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
い
さ
か
い
を

神戸学院法学 第37巻第２号
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生
じ
、
二
人
の
子
の
監
護
に
も
悪
い
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
ろ
う
。
だ
が
、
夫
の
信
仰
が
未
熟
で
あ
っ
た
た
め
、
婚
姻
中
に
宗
教

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
い
さ
か
い
を
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
は
幸
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
離
婚
後
の
子
の
監
護
の
問
題
と
な
る
と
別
で
あ
ろ

う
。
厳
正
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
母
の
立
場
か
ら
み
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
も
宗
教
的
に
未
熟
な
父
を
信
用
で
き
な
い
点
が
多
分

に
み
う
け
ら
れ
た
。
離
婚
後
に
母
が
監
護
親
と
し
て
子
を
養
育
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
未
熟
な
父
の
信
仰
は
全
く
無
視
さ
れ
、
反
対

に
父
が
監
護
親
と
な
れ
ば
、
厳
正
な
母
の
信
仰
に
よ
る
反
撃
を
う
け
る
こ
と
は
眼
に
見
え
て
い
る
。
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
事
情
の

も
と
で
子
の
共
同
監
護
は
不
可
能
と
判
断
し
、
妻
に
子
の
単
独
監
護
を
認
め
た
の
も
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
。

③

H
e

y
m

a
n

v
.

H
e

y
m

a
n
(

一
九
九
〇)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
七
九
年
に
同
居
し
、
同
八
一
年
に
婚
姻
し
た
。
一
九
七
九
年
に
娘
、
つ
い
で
同
八
三
年
に
息

子
が
生
ま
れ
た
。
彼
等
は
一
九
八
六
年
に
別
居
し
、
六
才
と
三
才
の
二
人
の
子
は
父
の
許
に
留
っ
た
。
同
年
に
夫
婦
は
別
居
合
意
書

を
作
成
し
、
父
が
子
を
監
護
し
、
母
に
は
子
と
の
面
接
を
認
め
た
。
翌
年
に
は
合
意
で
共
同
監
護
を
定
め
、
子
が
母
と
同
居
す
る
時

期
を
決
め
、
合
意
は
離
婚
判
決
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
一
九
八
九
年
に
父
の
申
立
に
よ
り
、
さ
き
の
命
令
は
月
に
三
回
の
週
末
に
面

接
を
認
め
る
べ
く
変
更
さ
れ
た
。
父
母
の
離
婚
後
、
子
の
養
育
に
関
し
て
見
解
の
相
違
が
生
じ
、
監
護
お
よ
び
面
接
に
関
す
る
ア
セ

ッ
サ
ー

(
A

sse
sso

r)

に
よ
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト

(
A

sse
ssm

e
n

t)

は
共
同
監
護
の
継
続
を
勧
告
し
た
が
、
そ
の
後
、
各
週
毎
に
子
の

居
所
を
変
え
る
も
の
と
し
た
。
彼
等
は
監
護
命
令
の
変
更
と
各
自
の
単
独
監
護
を
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
子
の
共
同
監
護
を
命
じ
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
、

子の共同監護の実情
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子
は
父
の
許
に
留
る
の
が
最
善
の
利
益
で
あ
る
。
両
親
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
監
護
を
望
ん
で
い
る
が
、
裁
判
所
が
共
同
監
護
を
命
じ
る

の
を
阻
止
し
な
い
。
親
の
考
え
方
の
ち
が
い
は
子
に
損
害
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

こ
こ
に
登
場
す
る
ア
セ
ッ
サ
ー
は
、
裁
判
所
が
決
定
す
べ
き
特
殊
の
問
題

(

基
礎
事
実)

に
つ
き
、
特
別
の
知
識
を
も
っ
て
裁
判

官
を
補
佐
す
る
裁
判
所
補
佐
人
を
指
し
て
い
て

(

�)

、
一
九
七
八
年
の
家
族
関
係
法
の
第
十
五
条
一
項
�
に
よ
れ
ば
、
家
族
関
係
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
、
保
護
監
察
官
と
共
に
列
挙
さ
れ
て
い
る

｢

家
族
事
項
に
関
す
る
専
門
証
人

(

�)｣

に
該
当
し
よ
う
。

ア
セ
ッ
サ
ー
に
よ
る
評
価
が
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
件
は
時
あ
た
か
も
、
一
九
八
六
年
に
連
邦
離
婚
法
が
改
定
さ
れ
た
直
後
の
こ
と
に
属
し
て
い
る
。
同
法
は
第
十
七
条

五
項
に
お
い
て
、｢

監
護
命
令
の
た
め
の
要
因｣

と
題
し
、｢

裁
判
所
は
監
護
命
令
に
つ
い
て
変
更
命
令
を
な
す
に
先
立
ち
、
婚
姻
に

よ
る
子
の
条
件
・
資
力
・
必
要
性
ま
た
は
他
の
事
情
に
、
監
護
命
令
ま
た
は
該
命
令
に
つ
い
て
最
後
の
変
更
命
令
が
な
さ
れ
た
の
ち
、

変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
自
身
で
納
得
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
場
合
に
応
じ
て
、
変
更
命
令
を
な
す
と
き
、
か
か
る
事
情
を
参
照
し
て

決
定
さ
れ
る
子
の
最
善
の
利
益
の
み
を
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
す
る

(

�)｣

旨
を
定
め
て
い
る
。

当
面
の
事
件
で
は
子
の
監
護
を
め
ぐ
っ
て
、
別
居
か
ら
離
婚
へ
と
進
む
う
ち
、
両
親
の
考
え
が
種
々
に
変
化
し
た
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
当
初
、
彼
等
が
別
居
し
た
と
き
、
母
は
子
の
許
を
は
な
れ
て
お
り
、
子
は
父
の
監
護
の
も
と
に
あ
っ
た
。
別
居
合
意
書
で
も
、

子
は
父
が
監
護
し
、
母
は
子
と
面
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
子
の
監
護
に
つ
い
て
父
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
。

だ
が
、
離
婚
へ
と
事
態
が
進
む
う
ち
に
子
の
共
同
監
護
が
登
場
す
る
が
、
問
題
は
そ
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
離
婚
判
決
に
取
り
入
れ
ら

れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
時
期
を
定
め
、
交
互
に
子
と
同
居
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
交
替
監

護
の
方
法
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
前
提
要
件
と
し
て
父
母
が
経
済
的
に
対
等
の
条
件
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
ろ
う
。

ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
当
初
、
父
母
の
共
同
監
護
を
勧
告
し
て
い
た
の
も
、
こ
の
点
を
理
解
し
た
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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さ
ら
に
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
子
の
単
独
監
護
を
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
と
く
に
母
の
側
で
育
児
に
つ
い
て
財
政
的
に
も
充
分
な

自
信
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

④

L
e

v
e

s
q

u
e

v
.

L
e

v
e

s
q

u
e
(

一
九
九
三)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
七
七
年
に
婚
姻
し
、
同
八
二
年
お
よ
び
八
四
年
に
子
が
生
ま
れ
た
。
一
九
八
〇
年
に
Ｂ
・
Ｃ

州
に
移
り
、
夫
は
大
学
に
入
学
し
た
が
卒
業
で
き
ず
、
夫
婦
と
も
同
地
で
働
い
た
。
彼
等
は
一
九
八
五
年
に
別
居
し
、
二
年
後
に
別

居
証
書
を
作
成
し
、
五
才
と
三
才
の
子
の
共
同
監
護
を
定
め
た
。
合
意
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
子
の
通
学
中
は
母
の
許
で
生
活
し
、
夏

休
み
お
よ
び
月
二
回
の
週
末
は
父
の
許
で
す
ご
す
。
父
母
の
一
方
が
長
期
間
不
在
の
と
き
は
、
右
の
協
定
を
見
直
す
と
い
う
。
一
九

九
二
年
に
母
は
再
婚
し
、
東
隣
り
の
ア
ル
バ
ー
タ
州
に
移
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
父
が
移
動
を
拒
否
し
た
た
め
、
母
は
離
婚
法
の
も

と
で
子
と
共
に
ア
ル
バ
ー
タ
州
に
移
る
許
可
を
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
母
の
訴
え
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
離
婚
法
第
十
六
条
六
項
に

よ
り
、
監
護
親
の
居
所
に
制
約
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
同
監
護
の
約
束
は
、
両
親
が
互
い
に
近
く
で
生
活
す
る
こ
と
を
強
制

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
裁
判
所
が
母
の
移
動
を
許
す
か
ど
う
か
は
、
子
の
最
善
の
利
益
に
も
と
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
。
母
は
つ
ね

に
子
の
主
た
る
世
話
人
で
あ
り
、
誠
実
に
移
動
を
希
望
し
、
子
と
父
と
の
関
係
を
支
持
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
人
の
子
に
と

子の共同監護の実情
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っ
て
、
第
一
次
的
に
彼
等
の
世
話
を
す
る
親
の
許
に
い
る
の
が
最
善
の
利
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
母
の
請
求
は
認
め
ら
れ
、
子

と
共
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

こ
こ
で
一
九
八
六
年
の
連
邦
離
婚
法
を
み
れ
ば
、
第
十
六
条
を

｢

監
護
命
令｣

(
C

u
stin

g
o

rd
e

r)

と
題
し
、
第
一
項
に
、｢

正
当

な
管
轄
権
を
も
つ
裁
判
所
は
、
夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
も
し
く
は
他
の
人
の
申
請
に
よ
り
、
婚
姻
に
よ
る
子
の
一
人
ま
た
は
全
員

の
監
護
ま
た
は
面
接
も
し
く
は
監
護
お
よ
び
面
接
に
つ
い
て
命
令
を
な
す
こ
と
が
で
き
る｣

と
定
め
、
第
六
項
で
は
、｢

制
限
お
よ

び
期
間｣

と
し
て
、｢
裁
判
所
は
本
条
の
も
と
で
、
確
定
ま
た
は
不
確
定
の
期
間
も
し
く
は
特
定
の
事
件
が
生
じ
る
ま
で
、
命
令
を

な
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
適
切
か
つ
正
当
と
考
え
る
制
限
・
条
件
ま
た
は
制
約
を
課
す
こ
と
が
で
き
る

(

�)｣

旨
を

定
め
て
い
る
。

当
面
の
場
合
、
一
九
八
七
年
ま
で
は
別
居
合
意
に
定
め
た
と
お
り
、
二
人
の
子
の
監
護
は
順
調
に
進
ん
で
い
た
。
だ
が
、
母
が
一

九
八
八
年
に
再
婚
し
た
の
ち
、
二
人
の
子
を
連
れ
て
東
隣
り
の
ア
ル
バ
ー
タ
州
に
移
動
す
る
こ
と
に
父
が
反
対
す
る
と
い
う
事
態
が

生
じ
た
。
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
般
的
な
問
題
と
し
て
、
監
護
親
で
あ
る
父
ま
た
は
母
は
、
子
と
共
に
他
州
に

移
動
す
る
権
利

(
a

R
ig

h
t

to
re

m
o

v
e
:

M
o

b
ility

R
ig

h
ts)

が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
非
監
護
親
が
反
対
す
る
と
き
は
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
移
動
を
考
え
る
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
に
ち
が
い
な
い
。
監
護
親
が
単
に
非
監
護
親
と
の
間
に
相
当
の
地
理

的
な
距
離
を
置
く
こ
と
の
み
を
考
え
る
場
合
も
あ
ろ
う

(

�)

。
ま
た
、
他
州
に
居
住
し
て
い
る
新
し
い
配
偶
者
の
許
に
居
所
を
移
し
た
い

と
考
え
る
と
か
、
自
分
自
身
の
職
業
を
他
州
で
発
展
さ
せ
た
い
と
か
、
ま
た
は
非
監
護
親
が
余
り
に
も
し
ば
し
ば
子
と
の
面
接
を
強

要
す
る
た
め
、
そ
れ
を
回
避
す
る
目
的
の
み
で
他
州
へ
の
移
動
を
考
え
る
と
い
っ
た
例
も
あ
ろ
う

(

�)

。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
の

C
arte

r
v
.

B
to

w
n
(

一
九
九
〇)

事
件

(

�)

で
の
控
訴
審
の
判
断
が
大
い
に
参
考
に
な
る
。

こ
こ
で
は
六
才
の
男
子
を
監
護
し
て
い
る
母
は
引
続
い
て
そ
の
仕
事
を
継
続
す
べ
き
で
あ
る
が
、
従
来
、
父
と
子
が
親
密
な
関
係
を
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示
し
て
い
る
た
め
、
母
が
子
を
連
れ
て
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
西
岸
に
近
い
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
ド
か
ら
、
時
差
が
三
時
間
も
あ
る
Ｂ
・

Ｃ
州
へ
移
動
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
場
合
に
考
慮
す
べ
き
要
因
を
指
摘
し
て
い
る
。

�

監
護
親
に
よ
る
世
話
の
継
続

�

監
護
親
が
子
の
居
所
を
定
め
る
権
利

�

子
と
非
監
護
親
と
の
関
係
の
親
密
さ
の
度
合

�

企
図
さ
れ
た
移
動
の
理
由

�

地
理
的
な
隔
た
り
と
そ
れ
に
よ
る
面
接
へ
の
影
響
、
お
よ
び

�

子
の
意
思

が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
要
因
を
当
面
の
事
件
に
照
ら
し
み
れ
ば
、
主
と
し
て
３
お
よ
び
５
が
関
連
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

義
務
教
育
の
過
程
に
あ
る
二
人
の
子
の
日
常
生
活
は
母
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
反
面
で
父
と
の
関
係
も
順
調
に
維
持
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
母
子
は
Ｂ
・
Ｃ
州
か
ら
東
隣
り
の
ア
ル
バ
ー
タ
州
に
移
ろ
う
と
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
一
千
キ
ロ
以
上

を
隔
て
て
時
差
が
三
時
間
も
あ
る
オ
ン
タ
リ
オ
州
へ
移
る
の
と
比
較
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
近
い
。
子
と
の
面
接
の
た
め
の
時
間
や
費

用
の
増
加
も
父
に
と
っ
て
は
大
し
た
負
担
に
な
ら
ず
、
従
来
ど
お
り
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
き
、
地
理
的
に
は
少
し
隔
っ
て
い
る
が
、
父
が
子
と
の
面
接
を
継
続
す
る
こ
と
が
子
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
で
あ
る
点
か
ら
み
て

も
、
母
子
の
ア
ル
バ
ー
タ
州
へ
の
移
動
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

子の共同監護の実情
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⑤

F
ry

v
.

S
ilk

a
ln

s
(

一
九
九
三)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
七
年
に
婚
姻
し
、
同
八
五
年
に
子
が
生
ま
れ
た
が
同
九
一
年
に
別
居
し
た
。
ア
セ
ス
メ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
三
才
に
な
る
子
は
両
親
と
た
の
し
く
生
活
し
て
い
る
し
、
共
同
監
護
を
勧
告
し
た
が
、
も
し
そ
れ
が
達
成
し
な
い
と

き
は
、
母
の
単
独
監
護
を
認
め
る
の
が
妥
当
と
す
る
。
母
は
父
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
理
由
に

共
同
監
護
の
勧
告
を
拒
否
し
、
子
の
単
独
監
護
、
子
の
父
と
の
限
定
的
な
面
接
お
よ
び
扶
養
料
を
請
求
し
た
。
父
は
家
族
関
係
法
の

も
と
で
子
の
共
同
監
護
お
よ
び
面
接
を
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
共
同
監
護
を
認
め
、
父
に
対
し
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
子
と
の
面
接
お
よ
び
子
の
扶
養
料
と
し
て
月
に

三
〇
〇
ド
ル
の
支
払
い
を
命
じ
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
監
護
は
両
親
が
慎
重
で
あ
り
、
子
の
世
話
に
つ

い
て
柔
軟
に
議
論
し
、
大
部
分
の
事
柄
に
つ
い
て
合
意
に
達
す
る
場
合
に
企
図
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
両
者
の
意
見
の
ち
が
い
は
解

決
で
き
な
い
と
す
る
母
の
主
張
よ
り
も
、
む
し
ろ
両
親
の
間
の
情
報
の
伝
達
お
よ
び
協
力
の
促
進
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
一
九
八
九
年
に
生
ま
れ
た
子
は
ま
だ
三
才
を
す
ぎ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
す
べ
て
に
つ
い
て
母
の
世
話
を
必

要
と
す
る
の
が
常
態
と
思
わ
れ
る
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
両
親
の
共
同
監
護
を
勧
告
す
る
の
も
、
そ
の
内
容
は
子
の
日
常
生
活
の
世
話

神戸学院法学 第37巻第２号
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は
母
が
責
任
を
負
い
、
父
は
そ
の
た
め
の
適
切
な
費
用
を
負
担
し
な
が
ら
、
子
と
の
面
接
の
機
会
を
も
つ
べ
き
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
母
も
こ
れ
で
納
得
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
裁
判
所
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
子
の
監
護
の
問
題
に
つ
い
て
両
者
の

間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
全
く
欠
け
て
い
た
か
、
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
双
方
が
互
い
に
相
手
の
立
場
を

充
分
に
理
解
す
れ
ば
、
問
題
は
氷
解
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
Ｂ
・
Ｃ
州
で
は
、
さ
き
に
み
た
一
九
八
六
年
の
連
邦
離
婚

法
第
十
七
条
五
項
に
な
ら
い
、
一
九
九
六
年
の
家
族
関
係
法
の
第
二
十
四
条
一
項
に
子
の
最
善
の
利
益
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る

(

�)

に

い
た
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

Ⅱ

ア
ル
バ
ー
タ
州

Ｂ
・
Ｃ
州
の
東
に
ひ
ろ
が
る
平
原
地
域

(
p

rairie)

の
う
ち
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
に
お
い
て
、
一
九
八
〇
年
の
家
族
関
係
法

(
T

h
e

D
o

m
e

stic
R

e
latio

n
s

A
ct)

に
よ
れ
ば
、
第
五
十
四
条
お
よ
び
第
五
十
五
条
に
そ
れ
ぞ
れ
、｢

子
の
監
護｣

お
よ
び

｢

子
の
監
護
に

関
す
る
合
意｣

と
題
し
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
五
十
四
条
�

裁
判
所
は
、
�
別
居
判
決
も
し
く
は
仮
ま
た
は
終
局
の
離
婚
判
決
を
言
渡
す
に
当
り
、
も
し
あ
る
な
ら
ば
、
本

人
の
非
行
を
理
由
に
、
婚
姻
に
よ
る
未
成
年
の
子
を
監
護
す
る
権
利
を
失
う
旨
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
�

婚
姻
に
よ

る
未
成
年
の
子
の
監
護
に
不
適
任
と
宣
告
さ
れ
た
親
は
、
他
方
の
親
の
死
亡
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
子
を
監
護
ま
た
は
保
護
す
る
権
利

を
与
え
ら
れ
な
い
。

第
五
十
五
条
�

両
親
が
�
同
意
し
て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
�
離
婚
ま
た
は
別
居
し
て
い
る
と
き
、
い
ず
れ
の
親
が
婚
姻
に
よ

子の共同監護の実情
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る
未
成
年
の
子
の
監
護
・
監
督
お
よ
び
教
育
を
す
る
か
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。

さ
ら
に
一
九
八
四
年
の

｢

児
童
法
修
正
法｣

(
T

h
e

ch
ild

w
e

lfare
A

ct)

は
第
三
条
に

｢

考
慮
す
べ
き
事
項｣

と
題
し
、｢

裁
判

所
お
よ
び
す
べ
て
の
人
々
は
、
本
法
の
も
と
で
保
護
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
子
に
つ
い
て
、
そ
の
最
善
の
利
益
に
権
限
を
行

使
し
、
ま
た
は
判
決
す
る
…
…
も
の
と
す
る

(

�)｣

旨
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
も
と
で
、
共
同
監
護
を
め
ぐ
っ
て
み
ら
れ

る
事
例
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

①

D
e

m
c

h
u

k
v

D
e

m
c

h
u

k
(

一
九
八
八)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
離
婚
し
た
夫
婦
に
は
九
才
と
六
才
の
二
人
の
子
が
あ
り
、
判
決
に
よ
っ
て
両
親
の
共
同
監
護
を
許
さ
れ
、

子
の
主
た
る
居
所
は
父
の
許
と
さ
れ
た
。
父
は
命
令
に
従
わ
ず
、
子
と
母
と
の
接
触
を
困
難
に
し
、
命
じ
ら
れ
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
う
け
る
こ
と
も
拒
否
し
た
。
子
の
通
学
に
つ
い
て
も
母
と
情
報
の
や
り
と
り
を
し
な
い
。
娘
は
学
校
で
の
行
動
が
下
向
き
と
な
り
、

息
子
は
医
学
的
・
情
緒
的
な
手
助
け
を
求
め
た
が
、
父
は
い
す
れ
の
場
合
も
適
切
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
母
は
彼
女
の
許

に
子
の
居
所
を
変
更
す
る
よ
う
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
母
の
申
立
を
容
認
し
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
子
の
居
所
を
変
更
す
る

に
先
立
ち
、
母
は
そ
れ
が
子
の
最
善
の
利
益
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
は
共
同
監
護
に
つ
い
て
母
の
基

本
的
な
権
利
に
関
心
を
示
さ
ず
、
母
と
の
交
渉
を
促
進
し
よ
う
と
も
せ
ず
、
子
の
日
常
生
活
の
完
全
な
支
配
を
引
き
受
け
て
し
ま
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
子
の
主
た
る
居
所
は
母
の
許
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
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こ
こ
で
は
二
人
の
子
の
父
の
態
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
義
務
教
育
の
期
間
中
の
子
を
自
己
の
許
に
引
き
取
っ
て
生
活
の

面
倒
を
み
る
べ
く
約
束
し
た
。
共
同
監
護
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
子
の
日
常
の
生
活
に
つ
い
て
は
母
と
具
体
的
に
協
議
し
て
義
務
を

果
た
す
べ
き
で
あ
る
し
、
母
と
子
の
面
接
の
仕
方
も
具
体
的
に
取
り
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
現
実
に
は
母
と
相
談
の
う
え
で

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
も
し
な
い
。
裁
判
所
が
命
じ
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
う
け
る
こ
と
も
拒
否
す
る
。
日

常
生
活
を
め
ぐ
る
二
人
の
子
と
問
題
が
生
じ
た
原
因
は
、
正
に
一
方
的
に
父
の
側
に
あ
っ
た
と
断
じ
て
ま
ち
が
い
な
い
。
父
が
子
の

教
育
に
つ
い
て
も
当
初
か
ら
母
と
相
談
し
、
互
い
に
接
触
を
保
ち
な
が
ら
仕
事
を
続
け
た
な
ら
ば
、
当
面
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
母
の
出
番
を
承
認
す
る
の
に
異
議
を
と
な
え
る
余
地
は
あ
る
ま
い
。

②

F
a

u
n

t
v

.
F

a
u

n
t
(

一
九
八
八)
事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
三
人
の
子
の
監
護
が
問
題
と
な
っ
た
。
父
は
母
と
の
共
同
監
護
に
合
意
し
な
が
ら
、
そ
の
後
も
単
独
監
護

を
続
け
た
。
原
審
は
父
母
に
よ
る
共
同
監
護
が
子
の
最
善
の
利
益
で
あ
り
、
し
か
も
両
親
は
協
力
で
き
る
と
認
定
し
、
子
の
通
学
中

の
一
年
毎
の
ペ
ー
ス
で
共
同
監
護
を
命
じ
た
の
で
、
父
が
控
訴
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
父
の
控
訴
を
斥
け
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
審
は
す
べ
て
の
関
連
す
る
要
因
を

考
慮
し
、
法
律
上
で
誤
り
を
犯
し
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
控
訴
は
斥
け
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
父
母
の
離
婚
後
、
三
人
の
子
に
つ
い
て
一
度
は
共
同
監
護
を
す
べ
き
こ
と
が
父
母
の
間
で
合
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
合

意
が
実
行
さ
れ
て
お
れ
ば
、
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
父
は
こ
の
合
意
を
く
つ
が
え
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
改

め
て
単
独
監
護
と
し
た
の
か
、
反
対
に
母
の
単
独
監
護
を
求
め
た
の
か
、
い
ず
れ
と
も
明
ら
か
で
な
い
。
当
初
の
合
意
の
と
お
り
共

子の共同監護の実情
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同
監
護
と
す
る
た
め
に
は
、
父
母
が
子
の
監
護
に
つ
い
て
協
力
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
事
情
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
が
子
の

最
善
の
利
益
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
原
審
は
か
か
る
事
情
を
積
極
的
に
認
定
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
具
体
的
に
踏
み
込
ん

で
、
父
母
に
よ
る
一
年
毎
の
い
わ
ゆ
る
交
替
監
護
を
命
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

③

S
ic

h
m

a
n

v
.

S
ic

h
m

a
n
(

一
九
八
八)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
四
年
に
婚
姻
し
、
同
八
六
年
に
別
居
し
た
。
彼
等
は
解
決
覚
書
を
作
成
し
、
五
才
と
三
才

の
二
人
の
子
の
監
護
を
母
に
託
し
、
こ
の
趣
旨
は
離
婚
判
決
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
一
九
八
七
年
に
母
は
彼
女
自
身
の
財
政
的
再
建

の
た
め
、
六
カ
月
間
、
子
の
監
護
を
父
に
託
す
こ
と
を
求
め
た
。
す
で
に
他
女
と
同
居
し
て
い
る
父
は
こ
れ
に
同
意
し
、
子
は
父
の

許
で
生
活
し
た
。
母
が
不
安
定
の
間
、
父
は
安
定
し
確
実
な
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
を
維
持
し
た
。
彼
は
一
九
八
六
年
の
離
婚
法
の
も

と
で
彼
に
子
の
単
独
監
護
を
与
え
る
べ
く
、
命
令
の
変
更
を
求
め
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
父
が
子
を
世
話
し
、
監
督
す
る
共
同
監
護
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
父
母

は
そ
れ
ぞ
れ
正
直
で
あ
り
、
賢
明
で
あ
り
、
慎
重
で
あ
り
、
子
の
幸
せ
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
か
か
る
事
情
の
も
と
で
は
、
共
同

監
護
を
許
す
の
が
適
切
で
あ
り
、
実
際
に
父
は
子
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
の
に
一
番
よ
い
立
場
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
子
の
世
話

お
よ
び
監
督
は
父
に
残
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
当
初
、
二
人
の
幼
い
子
の
監
護
は
母
に
託
さ
れ
た
。
子
の
年
令
か
ら
み
て
も
、
ま
た
父
母
の
経
済
状
態
か
ら
い
っ
て
も
、

母
が
子
の
監
護
を
引
き
受
け
、
父
が
子
の
費
用
を
負
担
し
な
が
ら
、
子
と
面
接
を
続
け
る
の
が
妥
当
な
状
況
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
れ
も
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
母
が
彼
女
自
身
の
財
政
的
再
建
を
理
由
に
子
の
監
護
を
六
カ
月
間
、
父
に
託
す
こ
と
を
求
め

神戸学院法学 第37巻第２号
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た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
母
の
財
政
的
再
建
が
何
を
意
味
す
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
子
を
監
護
す
る
費
用
は
父
が
負
担
し
て
い

る
の
で
問
題
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
彼
女
自
身
の
経
済
的
自
立
を
な
ん
ら
か
の
方
法
で
六
カ
月
以
内
に
達
成
す
る
意
図
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
一
九
八
六
年
の
離
婚
法
の
第
十
七
条
は
、｢

変
更
・
取
消
ま
た
は
延
期
命
令｣

と
題
し
、
第
一
項
に
、｢

正
当
な

管
轄
権
の
あ
る
裁
判
所
は
…
…
�
前
夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
も
し
く
は
他
の
人
の
申
請
に
よ
り
、
監
護
命
令
ま
た
は
そ
れ
に
関
す

る
規
定
を
将
来
に
向
っ
て
、
ま
た
は
遡
及
的
に
変
更
し
、
取
消
し
、
ま
た
は
延
期
す
る
命
令
を
な
す
こ
と
が
で
き
る

(

�)｣

旨
を
定
め
て

い
る
。
こ
の
規
定
の
も
と
で
裁
判
所
は
、
子
を
父
母
の
共
同
監
護
に
託
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
母
の
経
済
的
自
立
の
要
請
を

妥
当
な
も
の
と
認
め
、
今
後
の
二
人
の
子
の
監
護
に
つ
い
て
は
、
父
の
主
張
す
る
単
独
監
護
で
は
な
く
、
共
同
監
護
が
子
の
最
善
の

利
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

④

Jo
n

e
s

v
.

Jo
n

e
s
(

一
九
八
九)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
七
二
年
に
婚
姻
し
、
同
八
三
年
に
別
居
し
た
。
一
九
八
四
年
に
子
が
四
才
と
二
才
の
と
き
、

彼
等
は
共
同
監
護
の
合
意
を
し
、
離
婚
判
決
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
二
人
の
男
子
の
居
所
は
エ
ド
モ
ン
ト
ン
で
働
く
母
の
許
に
定
め
、

父
と
の
面
接
が
約
束
さ
れ
た
。
子
は
フ
ラ
ン
ス
系
の
学
校
に
入
り
、
共
同
監
護
に
適
合
し
て
い
た
。
一
九
八
八
年
十
月
、
母
は
新
し

い
夫
と
共
に
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
移
る
こ
と
を
一
方
的
に
決
め
て
実
行
し
、
二
人
の
子
を
同
地
の
学
校
に
登
録
し
た
。
そ
こ
で
父
は
監

護
命
令
を
変
更
し
、
子
が
彼
の
許
に
居
住
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
母
が
子
を
父
の
住
む
エ
ド
モ
ン
ト
ン
に
移
す
こ
と
を
命
じ
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

子の共同監護の実情
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裁
判
所
は
離
婚
法
第
十
七
条
五
項
に
よ
り
、
監
護
命
令
を
変
更
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
。
母
が
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
移
る
こ
と
は
、

同
条
に
い
う
重
大
な
事
情
の
変
更
で
あ
り
、
そ
れ
が
子
の
最
善
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
何
も
な
い
。
子
は
父
の
許
に
居
住
す

る
の
が
最
善
の
利
益
で
あ
っ
た
。
母
が
エ
ド
モ
ン
ト
ン
に
残
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
現
存
す
る
監
護
命
令
を
変
更
す
る
に
充
分
な
事

情
は
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
離
婚
法
の
第
十
七
条
五
項
の
規
定
は
、
さ
き
に
み
た

H
e

y
m

a
v
.

H
e

y
m

an
(

一
九
九
〇)

事
件
で
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
れ
を
当
面
の
場
合
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
義
務
教
育
を
う
け
る
年
令
に
達
し
な
い
四
才
と
二
才
の
子
は
父
母
の
共
同
監
護

と
さ
れ
、
離
婚
後
も
そ
の
通
り
継
続
さ
れ
て
い
た
。
医
師
で
あ
る
母
は
エ
ド
モ
ン
ト
ン
で
働
き
、
弁
護
士
で
あ
る
父
が
子
と
面
接
す

る
。
こ
の
事
情
が
そ
の
ま
ま
継
続
す
れ
ば
、
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
母
が
再
婚
し
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
か
ら
オ

ン
タ
リ
オ
州
に
子
を
伴
っ
て
移
り
、
子
を
同
地
の
学
校
に
登
録
し
て
い
る
。
も
と
も
と
、
山
岳
部
の
ア
ル
バ
ー
タ
州
と
東
部
の
オ
ン

タ
リ
オ
は
一
千
キ
ロ
以
上
離
れ
て
お
り
、
時
差
も
二
時
間
で
あ
る
。
子
と
面
接
し
よ
う
と
す
る
夫
の
立
場
を
考
え
れ
ば
、
時
間
的
に

も
経
済
的
に
も
き
わ
め
て
不
都
合
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
さ
き
に
み
た
Ｂ
・
Ｃ
州
のL

e
v
e

sq
u

e
v
.

L
e

v
e

sq
u

e
(

一
九
九
七)

事
件

を
検
討
し
た
際
に
引
き
合
い
に
出
し
た
オ
ン
タ
リ
オ
州
の

C
arte

r
v
.

C
arte

r
(

一
九
九
〇)

事
件
で
指
摘
さ
れ
た

｢

地
理
的
な
隔

た
り
と
そ
れ
に
よ
る
面
接
へ
の
影
響｣

が
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
見
出
さ
れ
る
。
母
が
こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
を
充
分
に
承
知
の
う
え

で
、
あ
え
て
子
を
伴
っ
て
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
移
る
の
は
、
父
と
子
と
の
面
接
を
妨
害
す
る
意
図
と
判
断
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
母

子
の
移
動
が
子
の
最
善
の
利
益
を
害
す
る
結
果
を
き
た
す
こ
と
は
眼
に
見
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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⑤

C
o

lw
e

ll
v

.
C

o
lw

e
ll
(

一
九
九
二)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
両
親
の
別
居
後
、
三
才
と
十
八
カ
月
の
二
人
の
子
は
母
の
許
に
残
さ
れ
た
。
父
は
子
と
定
期
的
に
接
触
せ

ず
、
母
は
彼
女
自
身
で
子
を
監
護
し
た
。
彼
等
は
子
の
た
め
に
共
同
で
意
思
を
決
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
る
の
に
何
も
し

な
か
っ
た
。
監
護
の
手
続
に
お
い
て
、
父
は
子
が
母
の
世
話
を
う
け
る
こ
と
に
満
足
し
な
が
ら
、
暫
定
的
な
共
同
監
護
を
請
求
し
た
。

母
は
父
と
の
間
に
意
思
の
疎
通
が
な
く
、
父
は
子
に
関
心
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
に
同
意
し
な
か
っ
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
母
に
暫
定
的
な
監
護
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
面
の
場
合
、
共
同
監
護

を
支
持
す
る
根
拠
は
見
当
ら
な
い
。
共
同
監
護
は
親
の
一
方
が
同
意
し
な
く
と
も
決
定
で
き
る
が
、
そ
れ
が
子
の
最
善
の
利
益
に
合

致
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
母
が
子
を
監
護
し
、
父
は
合
理
的
に
子
と
面
接
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
父
が
子
の
共
同
監
護
を
請
求
す
る
が
、
現
実
に
彼
の
と
っ
た
態
度
は
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
当
を
得
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
当
初
、
彼
等
が
別
居
し
た
と
き
、
子
を
今
後
ど
の
よ
う
に
監
護
す
る
か
、
予
め
相
談
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
二
人
の

子
を
父
母
が
一
人
ず
つ
別
個
に
引
き
取
っ
て
監
護
す
る
と
か
、
父
母
の
い
ず
れ
か
が
二
人
を
単
独
監
護
す
る
と
か
、
共
同
で
監
護
す

る
方
法
を
考
え
る
と
か
、
い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
父
が
母
と
の
共
同
監
護
を
希
望
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
旨
を

母
に
伝
え
、
両
者
が
協
力
し
て
子
の
監
護
・
面
接
を
す
る
妥
当
な
方
法
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
現
実
に
は
協
議
は
何
も
行

わ
れ
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
母
が
事
実
上
、
子
の
監
護
を
継
続
す
る
事
態
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ

サ
ス
カ
チ
ェ
ワ
ン
州

サ
ス
カ
チ
ェ
ワ
ン
州
に
お
い
て
、
一
九
七
八
年
当
時
、｢

未
成
年
者
法
修
正
法｣

(
A

n
A

ct
am

e
n

d
th

e
In

fan
t’s

A
ct)

の
第
三
条
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二
項
に
、｢

裁
判
所
は
唯
一
の
要
因
の
み
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
そ
れ
は
児
童
の
最
善
の
利
益
で
あ
る｣

と
し
、
第
三
項
に
は
、｢

子

の
監
護
お
よ
び
面
接
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
中
間
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)｣

と
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
も
と
で
、

共
同
監
護
を
め
ぐ
る
事
例
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

①

B
z

d
e

l
v

.
B

z
d

e
l
(

一
九
八
七)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
一
年
に
婚
姻
し
、
同
八
三
年
に
別
居
し
た
。
妻
が
家
庭
を
離
れ
た
と
き
、
夫
は
義
務
教
育

の
年
令
に
達
し
な
い
五
才
と
四
才
の
二
人
の
子
の
移
動
を
阻
止
し
た
。
一
九
八
三
年
十
二
月
に
い
た
り
、
未
成
年
者
法
修
正
法
の
も

と
で
夫
に
子
の
仮
監
護
が
与
え
ら
れ
た
が
、
彼
の
両
親
が
現
実
に
子
を
養
育
し
、
子
も
彼
等
に
な
つ
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
夫
が
離

婚
の
訴
を
提
起
し
た
と
き
、
原
審
は
当
事
者
に
よ
る
専
門
証
人
と
は
別
の
証
人
の
証
言
に
も
と
づ
き
、
子
を
父
の
祖
父
母
お
よ
び
母

に
六
カ
月
間
の
共
同
監
護
を
認
め
、
そ
の
後
は
母
に
監
護
を
命
じ
た
の
で
、
祖
父
母
が
控
訴
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
を
容
認
し
、
再
審
を
命
じ
て
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
審
の
行
為
お
よ
び
判

決
理
由
は
、
い
ず
れ
も
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
原
審
の
命
令
は
法
律
に
違
反
し
て
お
り
、
一
九
八
六
年
の
離
婚
法
の
も
と
で

監
護
を
変
更
す
る
申
立
と
し
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

当
面
の
場
合
、
五
才
と
四
才
の
二
人
の
子
の
監
護
が
問
題
で
あ
る
。
年
令
の
み
か
ら
み
れ
ば
、
監
護
に
つ
い
て
は
幼
弱
年
令
の
原

則
を
適
用
す
る
の
が
一
応
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
一
九
七
八
年
の
未
成
年
者
法
修
正
法
は
さ
き
に
み
た
と
お
り
、

子
の
最
善
の
利
益
の
み
を
重
視
す
る
。
こ
の
文
言
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
一
九
二
五
年
の
未
成
年
者
法

(
T

h
e

In
fan

t’s
A

ct)

の

も
と
で
適
用
さ
れ
て
き
た
幼
弱
年
令
の
原
則
を
、
さ
き
に
み
たH

ard
e

n
v
.

H
ard

e
n
(

一
九
八
七)

事
件

(

�)

に
続
い
て
、
完
全
に
廃
止
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し
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
で
は
当
面
の
場
合
に
誰
れ
を
子
の
監
護
者
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
母
が
要
求
す
る
の
と
は
別
に
、

父
の
祖
父
母
が

｢

事
物
の
現
状｣

(
(

�)
S

tatu
s

Q
u

e)

を
理
由
に
子
の
監
護
を
強
く
求
め
た
。
子
の
父
母
が
離
婚
し
た
の
ち
の
三
年
四

カ
月
の
間
、
祖
父
母
が
現
実
に
二
人
の
子
を
監
護
し
て
き
た
実
績
を
強
調
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
事

情
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
も
、
祖
父
母
と
母
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
令
そ
の
他
の
具
体
的
な
事
情
か
ら
み
て
、
最
終
的
に
母
に
二
人
の
子

の
監
護
を
委
ね
る
の
が
子
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

②

B
ra

d
fo

rd
(
S

m
ith)

v
.

S
m

ith
(

一
九
八
九)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
父
が
離
婚
の
訴
を
提
起
し
、
原
審
は
父
の
申
立
に
よ
り
彼
の
両
親
を
子
の
共
同
監
護
者
と
定
め
た
の
で
、

母
が
控
訴
し
た
。
裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
原
判
決
を
取
消
し
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
審
は
原
告

(

父)

の
両
親
を
訴
訟
当
事
者
と
し
て
参
加
さ
せ
る
に
当
り
、
母
に
対
し
て
そ
の
命
令
の
正
当
性
を
判
断
す
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
命
令
は
効
力
を
有
し
な
い
と
い
う
。

さ
き
に
み
た

B
zd

e
l

v
.

B
zd

e
l
(

一
九
八
七)

事
件
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
訴
訟
参
加

(
Ju

te
rv

e
n

tio
n)

が
正

式
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
民
事
訴
訟
の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
、
係
争
中
の
主
題
に
つ
い
て
、
自
分
の
権
利
や
利
益
を

主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

第
三
者
が
自
ら
進
ん
で
参
加
す
る
場
合
と
当
事
者
が
主
導
し
て
第
三
者
を
訴
訟
に
引
き
込
む
場
合
も
考
え

子の共同監護の実情
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ら
れ
る
。
当
面
の
場
合
、
幼
い
子
の
父
が
離
婚
後
に
自
分
が
子
の
監
護
者
と
な
る
こ
と
の
み
を
主
張
す
る
の
で
な
く
、
自
分
の
両
親

も
共
同
監
護
者

(
C

o
-cu

sto
d

ian)

と
す
る
よ
う
に
請
求
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
父
が
単
独
で
子
の
監
護
を
す
る
に
は
時
間
的

に
も
経
済
的
に
も
困
難
で
あ
る
た
め
、
両
親
に
手
助
け
を
求
め
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
当
面
の
場
合
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
。
他
方
、
こ
れ
を
母
の
側
か
ら
み
る
と
き
、
父
が
彼
の
両
親
を
訴
訟
当
事
者
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
裁
判
所
よ
り
意
見
を
求
め
ら

れ
る
な
ら
ば
、
自
分
が
子
の
監
護
を
す
る
の
が
子
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
で
あ
る
事
実
を
主
張
し
て
反
対
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ

が
、
原
審
は
母
の
意
見
を
聞
く
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
の
み
を
理
由
と
し
て
父
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
な

手
続
上
の
瑕
疵
が
な
く
、
母
の
意
見
も
充
分
に
聞
い
て
い
た
な
ら
ば
、
い
ず
れ
の
主
張
が
妥
当
で
あ
る
か
は
最
終
的
に
裁
判
所
の
判

断
に
委
ね
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

③

T
a

lb
o

t
v

.
H

e
n

ry
(

一
九
九
〇)

事
件

(
�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
〇
年
に
婚
姻
し
、
同
九
四
年
に
別
居
し
た
。
十
才
と
六
才
の
二
人
の
子
が
い
る
。
翌
八
五

年
四
月
ま
で
、
子
は
母
の
許
に
留
ま
り
、
そ
の
後
、
父
の
許
に
移
っ
た
。
父
は
母
と
共
同
監
護
の
合
意
を
し
、
当
初
、
子
の
世
話
は

父
に
託
さ
れ
た
。
一
九
八
六
年
の
離
婚
後
、
母
は
再
婚
し
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
夫
の
許
で
、
同
八
八
年
一
月
よ
り
四
月
ま
で
子
を
監

護
し
た
。
父
は
同
年
の
夏
に
子
と
面
接
し
た
が
、
母
は
義
務
教
育
を
う
け
る
子
を
同
地
の
学
校
に
登
録
し
、
父
の
許
に
返
え
す
計
画

は
な
い
。
そ
こ
で
父
は
子
を
連
れ
出
し
、
現
在
、
自
分
の
許
で
養
育
し
て
い
る
。
両
親
は
そ
れ
ぞ
れ
子
の
共
同
監
護
の
合
意
を
変
更

し
、
各
自
の
単
独
監
護
と
す
る
よ
う
請
求
し
た
。
原
審
は
子
の
監
護
を
母
に
託
し
た
の
で
、
父
が
控
訴
し
た
。
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裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
父
の
控
訴
を
容
認
し
、
当
初
の
命
令
を
維
持
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
原
審
は
子
を
め
ぐ
る
事
情
に
重
大
な
変
更
が
生
じ
た
か
ど
う
か
詳
し
く
調
査
し
て
お
ら
ず
、
当
事
者
も
事
情
の
変
更
を
立

証
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
変
更
命
令
は
な
さ
れ
な
い
と
い
う
。

こ
こ
で
は
再
婚
し
た
母
が
二
人
の
子
を
連
れ
て
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
新
ら
し
い
夫
の
許
に
移
り
、
現
に
子
を
監
護
し
て
い
て
、
父
の

許
に
返
え
そ
う
と
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
命
令
の
変
更
を
求
め
る
父
と
し
て
は
、
子
の
監
護
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
諸
条
件
、

監
護
の
方
法
、
子
の
ニ
ー
ズ
そ
の
他
の
事
情
の
変
更
が
生
じ
た
こ
と
を
立
証
す
る
責
任
が
あ
ろ
う
。
さ
き
に
Ｂ
・
Ｃ
州
の

L
e

v
e

sq
u

e
v
.

L
e

v
e

sq
u

e
(

一
九
九
三)

事
件

(

�)

で
は
東
隣
り
の
ア
ル
バ
ー
タ
州
へ
の
移
動
、
ま
た
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
の

Jo
n

e
s

v
.

Jo
n

e
s
(

一
九
八
九)

事
件

(

�)
で
は
ア
ル
バ
ー
タ
州
よ
り
オ
ン
タ
リ
オ
州
へ
の
移
動
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
同
様
の
事
情
が

み
ら
れ
る
。
カ
ナ
ダ
西
部
山
岳
部
の
サ
ス
カ
チ
ェ
ワ
ン
州
と
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
も
二
時
間
の
時
差
が
あ
り
、
一
千
キ
ロ
近
く
離
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
現
在
母
の
許
で
監
護
さ
れ
て
い
る
二
人
の
子
を
自
分
の
許
に
引
取
る
こ
と
を
主
張
す
る
父
に

は
、｢

地
理
的
に
隔
た
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
よ
る
面
接
へ
の
影
響
が
な
い
こ
と
等
々｣

を
立
証
す
る
責
任
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
立

証
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
裁
判
所
は
次
の
段
階
と
し
て
、
か
か
る
変
更
が
子
の
最
善
の
利
益
に
も
と
づ
い
て
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、

決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
面
の
場
合
、
裁
判
所
が
父
の
請
求
す
る
変
更
命
令
を
認
め
な
か
っ
た
の
も
、
母
が
二
人
の
子
を
監
護
し

て
い
る
現
状
が
子
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
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④

L
a

p
ie

rre
v

.
L

a
p

ie
rre
(

一
九
九
一)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
〇
年
に
婚
姻
し
、
同
八
三
年
に
別
居
し
た
。
同
八
一
年
よ
り
八
四
年
に
男
子
が
生
ま
れ
た
。

別
居
後
、
二
人
の
子
は
母
の
許
に
留
ま
り
、
母
は
一
九
九
一
年
の
離
婚
仮
判
決
に
も
と
づ
い
て
子
を
監
護
し
、
父
は
子
と
定
期
的
に

面
接
し
、
健
全
な
仕
事
を
続
け
た
。
そ
の
後
、
母
は
気
分
が
不
調
で
な
や
み
、
父
子
の
関
係
を
破
壊
し
よ
う
と
企
て
た
。
ア
セ
ス
メ

ン
ト
は
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
、
子
を
父
が
監
護
し
、
母
は
子
と
面
接
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た
。
こ
の
勧
告
に
も
と
づ
い
て
、
父

が
監
護
の
変
更
を
請
求
し
た
。
裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
父
に
子
の
監
護
を
命
じ
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子

は
彼
等
の
希
望
が
決
定
的
で
あ
る
ほ
ど
年
長
で
な
く
、
母
の
行
為
は
父
子
関
係
を
破
壊
し
つ
つ
あ
る
。
母
の
病
気
は
子
の
ニ
ー
ズ
に

適
切
に
答
え
る
こ
と
を
阻
止
し
た
。
父
は
よ
り
良
い
安
定
を
提
供
し
、
子
は
父
と
生
活
す
る
の
が
最
善
の
利
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
監
護
命
令
を
変
更
し
、
父
に
子
の
監
護
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
義
務
教
育
を
う
け
る
十
才
と
七
才
の
二
人
の
子
の
監
護
を
め
ぐ
る
両
親
の
間
の
対
立
が
現
わ
れ
て
い
る
。
一
九
九
一
年

の
仮
判
決
ま
で
は
、
協
議
の
う
え
、
母
が
子
を
監
護
し
、
父
は
子
と
定
期
的
に
面
接
す
る
と
い
う
正
常
な
状
態
が
継
続
し
て
い
た
。

だ
が
、
事
情
は
一
変
し
た
。
母
の
精
神
面
で
の
不
調
と
い
う
不
測
の
事
態
で
あ
る
。
単
に
精
神
的
な
不
安
定
で
あ
れ
ば
、
父
の
協
力

を
得
て
対
処
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
深
刻
で
あ
る
。
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
母
は
自
ら
子
と

父
の
関
係
を
積
極
的
に
破
壊
し
よ
う
と
企
て
、
子
も
母
の
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二

人
の
子
は
母
の
許
に
留
ま
る
こ
と
を
望
み
、
父
の
こ
と
を
良
く
い
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
子
の
監
護
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
べ
き
か
が
大
き
な
課
題
と
し
て
解
決
を
迫
っ
て
く
る
。
最
終
的
に
は
母
の
精
神
面
で
の
回
復
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、

そ
れ
ま
で
の
措
置
と
し
て
は
、
子
の
意
見
も
充
分
に
考
慮
し
な
が
ら
、
一
応
、
父
に
子
の
監
護
を
託
す
こ
と
が
最
善
の
方
法
と
し
て

求
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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⑤

W
ils

o
n

v
.

G
ra

s
s

io
k
(

一
九
九
四)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
五
年
に
婚
姻
し
、
同
八
六
年
に
男
子
が
生
ま
れ
た
が
、
同
八
八
年
に
別
居
し
た
。
父
は
四

十
三
才
、
母
は
十
八
才
で
あ
る
。
別
居
に
当
り
、
未
成
年
の
母
は
三
才
の
子
の
監
護
を
父
に
託
し
、
そ
れ
が
子
の
最
善
の
利
益
で
あ

る
と
信
じ
た
。
父
母
は
一
九
八
九
年
に
離
婚
し
、
子
の
監
護
は
父
に
委
ね
ら
れ
た
。
一
九
九
三
年
に
母
は
再
婚
し
た
が
、
父
は
失
職

し
て
社
会
保
障
を
う
け
て
い
た
。
母
が
監
護
命
令
の
変
更
を
請
求
し
た
。
原
審
は
父
が
子
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
認

定
し
な
が
ら
、
母
に
子
の
監
護
を
与
え
た
の
で
、
父
が
控
訴
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
父
母
に
よ
る
子
の
共
同
監
護
を
命
じ
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
審
は
子
の
側
の

事
情
変
更
で
は
な
く
、
両
親
の
側
の
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
。
し
か
も
、
父
は
子
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
定
し
な
が

ら
、
具
体
的
な
事
情
の
変
更
を
指
摘
で
き
な
か
っ
た
。
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
共
同
監
護
を
勧
告
し
て
お
り
、
父
も
協
力
的
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
共
同
監
護
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
。

さ
き
に
Ｂ
・
Ｃ
州
の

H
e

y
m

an
v
.

H
e

y
m

an
(

一
九
九
〇)

事
件
で
参
照
さ
れ
た
一
九
八
六
年
の
離
婚
法
第
十
七
条
五
項
の
規
定

が
こ
こ
で
も
関
連
を
も
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
子
の
監
護
命
令
を
変
更
す
る
に
当
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
最
初
に

子
の
側
の
事
情
に
重
要
な
変
更
が
生
じ
た
こ
と
を
認
定
し
て
は
じ
め
て
、
次
に
子
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
命
令
が
最

適
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
面
の
場
合
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
母
は
十
八
才
の
未
成
年
で
あ
り
、
他
方
で
父
は
職
業
に
従

事
し
、
経
済
的
に
も
子
の
監
護
を
引
き
受
け
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
数
年
を
経
て
、
彼
等
が
離
婚
し
た
の
ち
、
父
の
職
業
が

不
安
定
と
な
り
、
最
終
的
に
は
失
職
し
、
社
会
保
障
を
う
け
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
く
な
っ
た
。
他
方
、
母
は
二
十
三
才
で
再
婚
し
、

子の共同監護の実情
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分
別
あ
る
年
令
と
な
り
、
経
済
的
に
も
安
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
も
し
父
が
子
の
監
護
に
消
極
的
で
あ
れ
ば
、

母
の
単
独
監
護
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
だ
が
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
父
が
子
の
監
護
に
意
欲
的
で
あ
る
と
認
定

し
、
父
母
に
よ
る
共
同
監
護
を
勧
告
し
た
。
こ
こ
で
は
母
が
自
分
の
手
許
で
子
の
世
話
お
よ
び
監
督
を
引
き
受
け
、
扶
養
料
を
負
担

す
る
一
方
で
、
父
は
子
と
の
定
期
的
な
面
接
を
継
続
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
共
同
監
護
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
子
の
最
善
の
利

益
を
考
え
る
と
き
、
納
得
の
い
く
結
論
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

サ
ス
カ
チ
ェ
ワ
ン
州
で
は
そ
の
後
、
一
九
九
七
年
の
児
童
法
典

(
T

h
e

C
h

ild
re

n
’s

L
aw

A
ct)

の
第
八
条
に
お
い
て
、
裁
判
所

は
児
童
の
監
護
命
令
お
よ
び
そ
の
変
更
ま
た
は
取
り
消
し
に
当
り
、
子
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
す
る
も
の
と
定
め
て
い
る

(

�)

こ
と
を
付

記
し
て
お
く
。

Ⅳ

マ
ニ
ト
バ
州

マ
ニ
ト
バ
州
で
は
一
九
八
七
年
の

｢

家
族
扶
養
法｣

(
T

h
e

F
am

ily
M

ain
te

n
an

ce
A

ct)

の
第
三
十
九
条
一
項
に
お
い
て
、｢

裁

判
所
が
別
の
命
令
を
す
る
ま
で
、
両
親
は
彼
等
の
子
を
共
同
で
監
護

(
Jo

in
t

cu
sto

d
y)

す
る

(

�)｣

旨
を
規
定
し
、
ま
た
同
年
の

｢

児

童
監
護
強
制
法｣

(
T

h
e

C
h

ild
C

u
sto

d
y

E
n

fo
rce

m
e

n
t

A
ct)

に
よ
り
、｢

裁
判
所
の
配
慮｣

と
題
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い

る
。第

四
条
三
項

本
条
の
も
と
で
命
令
す
る
と
き
、
裁
判
所
は
、
�
命
令
を
請
求
し
、
ま
た
は
そ
れ
に
反
対
す
る
い
か
な
る
人
の
希

望
ま
た
は
利
害
関
係
を
も
無
視
し
て
、
最
初
に
児
童
の
福
祉
を
考
慮
し
、
か
つ
、
�
監
護
を
最
高
度
に
重
要
な
問
題
と
し
て
扱
い
、
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(151)

面
接
ま
た
は
訪
問
の
問
題
は
二
次
的
に
重
要
な
も
の
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る｣

(

�)

旨
を
定
め
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
規
定
の
も
と
で
、
共
同
監
護
を
め
ぐ
る
事
例
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

①

F
rie

s
e

n
(
P

e
tk

a
u)

v
.

P
e

tk
a

u
(

一
九
八
七)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
七
年
に
別
居
し
た
。
母
は
月
曜
か
ら
金
曜
ま
で
フ
ル
・
タ
イ
ム
で
働
き
、
父
は
パ
ー
ト
・

タ
イ
ム
で
あ
っ
た
。
子
は
義
務
教
育
期
間
中
の
八
才
と
六
才
お
よ
び
年
少
の
四
才
の
三
人
で
あ
る
。
母
は
三
人
の
子
の
仮
監
護
を
請

求
し
、
父
は
反
対
に
共
同
監
護
を
求
め
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、｢

分
担
的
な
世
話
お
よ
び
監
督

(
D

iv
id

e
d

care
an

d
co

n
tro

l)｣

を
認
め
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
両
親
は
い
ず
れ
も
子
を
監
護
す
る
資
格
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
彼
等
か
ら
互
い
に
進
行
中
の
関
係
を
奪
う
こ
と
は
、

子
の
最
善
の
利
益
に
な
ら
な
い
。
両
親
の
仕
事
の
段
ど
り
、
子
の
世
話
お
よ
び
監
督
は
両
親
の
間
に
分
配
さ
れ
る
。
母
は
金
曜
の
午

後
四
時
よ
り
月
曜
の
午
前
八
時
ま
で
、
父
は
月
曜
の
午
前
八
時
か
ら
金
曜
の
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
交
替
監
護
ま
た
は
分
担
監
護
が
そ
の
姿
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
日
常
生
活
に
お
け
る
具
体

的
な
子
の
身
上
の
世
話
お
よ
び
監
督
を
含
め
、
法
律
上
の
監
督
を
一
方
の
親
に
特
定
の
期
間
、
完
全
に
付
託
し
て
し
ま
い
、
期
間
が

経
過
す
れ
ば
、
他
の
一
方
と
交
替
す
る
。
子
が
一
方
の
親
と
生
活
す
る
間
、
子
の
養
育
に
つ
い
て
完
全
な
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
り
、

他
方
の
親
は
一
般
的
な
面
接
権
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
取
決
め
は
、
子
を
養
育
す
る
責
任
を
両
親
の
い
ず
れ
か
に
完
全

に
分
配
ま
た
は
分
割
さ
せ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、
期
間
を
定
め
て
分
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
当
面
の
場
合
に
つ
い
て

子の共同監護の実情
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み
れ
ば
、
母
は
月
曜
か
ら
金
曜
ま
で
フ
ル
・
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
た
め
、
仕
事
の
終
る
金
曜
の
午
後
四
時
よ
り
子
の
監
護
を
引
き

受
け
、
仕
事
の
始
ま
る
月
曜
の
午
前
八
時
ま
で
継
続
す
る
。
そ
の
後
、
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
父
が
監
護
の
仕
事
を
引
き
受
け
、
月

曜
の
午
前
八
時
よ
り
金
曜
の
午
後
四
時
ま
で
と
し
た
。
父
母
双
方
の
仕
事
を
め
ぐ
る
時
間
的
な
問
題
を
か
ら
め
た
合
理
的
な
解
決
方

法
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②

R
e

z
a

n
s
o

ff
v

.
R

e
z

a
n

s
o

ff
(

一
九
九
一)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
二
年
に
婚
姻
し
た
が
、
夫
に
よ
る
虐
待
が
原
因
で
同
八
八
年
に
別
居
し
た
。
子
は
義
務
教

育
期
間
中
の
七
才
と
六
才
お
よ
び
年
少
の
五
才
の
三
人
で
あ
り
、
週
末
は
母
の
許
で
、
そ
れ
以
外
の
日
は
父
と
生
活
し
て
い
る
。
家

族
に
関
す
る
調
査
報
告
書

(
H

o
m

e
sto

ry)
に
よ
れ
ば
、
母
が
子
を
監
護
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
離
婚
手
続
に
お
い
て
、
母
は

三
人
の
子
の
監
護
を
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
父
母
に
子
の
共
同
監
護
を
命
じ
、
三
人
の
子
の
主
要
な
世
話
と
監
督
を
母
に
与
え
、
次
の
よ
う
に
判
断

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
母
は
三
人
の
幼
い
子
の
親
と
し
て
子
に
関
心
を
も
ち
、
良
い
計
画
を
し
て
い
る
。
他
方
、
父
は
暴
力
を
好

み
、
不
健
全
な
生
活
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
年
少
の
子
に
範
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
子
は
こ
の
よ
う
な
両
親
の
生
活
ス

タ
イ
ル
に
適
合
す
る
に
は
余
り
に
も
幼
な
す
ぎ
、
具
体
的
な
事
情
の
も
と
で
は
、
子
を
両
親
の
共
同
監
護
と
し
、
日
常
の
世
話
と
監

督
は
母
に
委
ね
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
三
人
の
子
の
父
母
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
き
わ
め
て
対
象
的
で
あ
る
。
子
は
こ
れ
ま
で
週
末
の
み
母
の
許
で
す

ご
し
、
そ
れ
以
外
の
日
は
父
の
許
に
い
る
。
こ
の
父
が
暴
力
を
好
み
、
生
活
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
が
不
健
全
で
あ
る
こ
と
が
子
に
ど

神戸学院法学 第37巻第２号

30

(

�)
R

.F
.L

.
3

d
.

v
o

l.8
.

p
.1

5
8
.



(153)

の
よ
う
な
悪
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
。
現
在
と
反
対
に
、
こ
の
よ
う
な
父
が
週
末
の
み
子
を
監
護
す
る
こ
と
さ
え
、
子
に
と
っ

て
き
わ
め
て
耐
え
が
た
い
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
子
の
最
善
の
利
益
を
は
か
る
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
判
断
と
は
う

ら
は
ら
に
、
母
に
三
人
の
子
の
単
独
監
護
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
歩
を
ゆ
づ
っ
て
、
共
同
監
護
を
認
め
る
と
し
て
も
、

父
と
子
と
の
面
接
に
つ
い
て
は
、
子
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
に
入
れ
、
あ
る
制
度
の
合
理
的
な
制
約
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

③

S
a

rk
a

v
.

S
a

rk
a
(

一
九
九
三)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
は
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
バ
キ
ヤ
で
医
師
を
し
て
お
り
、
カ
ナ
ダ
で
医
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
妻
の

給
料
で
は
生
活
を
維
持
で
き
な
い
た
め
、
友
人
か
ら
総
額
一
八
・
四
〇
〇
ド
ル
を
借
用
し
、
医
師
の
資
格
を
得
る
た
め
に
使
用
し
、

妻
が
家
計
を
支
え
た
。
別
居
に
当
っ
て
夫
婦
は
合
意
書
を
作
成
し
、
金
銭
関
係
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
婚
姻
の
破
綻
後
、
彼
等
は

互
い
の
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
い
く
ど
か
困
難
な
事
態
を
経
験
し
た
が
、
義
務
教
育
期
間
中
の
十
二
才
の
男
子
の
た
め
に
互
い
に
譲

歩
し
、
子
の
共
同
監
護
を
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
共
同
監
護
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
は
双
方
と
も
子
の
ニ
ー
ズ
に
答

え
る
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
の
発
達
に
関
す
る
決
定
に
父
が
関
与
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
正
当
な
理
由
は
存
在
し
な

い
。
結
果
と
し
て
共
同
監
護
が
認
め
ら
れ
、
妻
は
日
常
的
な
世
話
お
よ
び
監
督
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
は
夫
が
カ
ナ
ダ
に
移
住
し
て
医
師
と
し
て
働
く
た
め
に
は
、
自
ら
の
条
件
を
整
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
あ

る
程
度
の
期
間
と
費
用
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
費
用
の
問
題
は
友
人
か
ら
の
借
金
で
一
応
解
決
し
た
。
二
年
間
の
努
力
の
結
果
カ

子の共同監護の実情
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ナ
ダ
で
の
医
師
と
し
て
の
資
格
を
得
た
が
、
妻
も
夫
の
仕
事
を
理
解
し
、
目
的
の
達
成
の
た
め
に
協
力
し
て
お
り
、
婚
姻
破
綻
後
も

こ
の
こ
と
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
子
の
た
め
に
幸
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
双
方
が
離
反
し
、
互
い
に
子
の
取
り
合
い
を
は

じ
め
る
な
ら
ば
、
苦
難
の
始
ま
り
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
賢
明
に
も
両
者
は
互
い
に
譲
歩
し
た
。
父
が
共
同
監
護
を
請
求
し
た
の

も
、
母
の
事
前
の
了
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
子
の
共
同
監
護
を
ど
の
よ
う
に
し
て
実
行
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
父
は
医
師
と
し
て
仕
事
に
専
念
す
る
と
き
、
子
の
日
常
的
な
世
話
・
監
督
は
母
に
委
ね
る
の
が
最
適
に
ち
が
い
な
い
。
両
者
は

子
を
め
ぐ
る
親
と
し
て
の
役
割
の
内
容
を
充
分
に
理
解
し
て
い
た
。
母
が
子
の
身
上
の
監
護
・
養
育
を
引
き
受
け
る
の
に
対
し
、
父

は
子
を
め
ぐ
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
決
定
権
を
も
つ
こ
と
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
共
同
監
護
の
真
価
は
こ
れ
に
よ
っ
て
発
揮
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
単
に
母
が
子
を
監
護
・
養
育
し
、
父
が
子
と
面
接
す
る
と
い
う
の
み
で
は
共
同
監
護
と
は
い
え
ま
い
。
こ
こ
で

は
父
母
双
方
の
前
示
の
よ
う
な
理
解
を
も
と
に
し
て
、
共
同
監
護
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

④

W
ils

o
n

v
.

G
ra

s
s

ic
k
(

一
九
九
四)

事
件

(
�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
夫
婦
は
一
九
八
五
年
に
婚
姻
し
、
同
八
八
年
に
別
居
し
た
。
二
年
前
に
生
ま
れ
た
男
子
が
い
る
。
母
は
父

よ
り
若
く
、
別
居
の
と
き
、
母
は
子
を
父
に
託
す
の
が
最
善
の
利
益
と
考
え
、
そ
れ
に
同
意
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
九
年
の
離
婚

判
決
に
よ
り
、
父
に
子
の
監
護
が
与
え
ら
れ
た
。
一
九
九
三
年
に
母
は
再
婚
し
、
改
め
て
子
の
監
護
を
希
望
し
た
。
他
方
、
父
は
審

理
の
当
時
、
失
業
し
て
社
会
保
障
を
う
け
て
い
た
。
母
は
監
護
命
令
を
請
求
し
た
。
原
審
は
さ
き
の
命
令
を
変
更
し
、
母
に
こ
の
監

護
を
与
え
た
の
で
、
父
が
控
訴
し
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
当
事
者
の
事
情
が
変
更
し
た
事
実
を
認
定
し
な
が
ら
、
父
は
い
ぜ
ん
と
し
て
子
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
こ
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と
が
で
き
る
と
し
、
父
の
控
訴
を
認
め
、
原
審
の
命
令
を
取
り
消
し
、
当
初
の
命
令
を
回
復
さ
せ
た
。
一
方
に
お
い
て
、
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
が
共
同
監
護
を
勧
告
し
て
お
り
、
父
も
協
力
的
で
あ
っ
た
た
め
、
子
の
共
同
監
護
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
幼
少
の
子
を
め
ぐ
り
、
父
母
の
い
ず
れ
が
監
護
す
る
か
に
つ
い
て
、
判
断
が
ゆ
れ
動
い
て
い
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
一
九
八
六
年
の
離
婚
法
は
第
十
七
条
五
項
に
お
い
て
、
か
か
る
場
合
に
子
の
最
善
の
利
益
の
み
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
く
命
じ

て
い
る
。
で
は
、
当
面
の
場
合
に
具
体
的
な
推
移
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
当
初
、
父
母
が
別
居
し
た
と
き
、
母
が
子
の
監
護
を
父
に

託
す
の
が
最
善
と
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
翌
年
の
離
婚
に
当
り
、
裁
判
所
は
改
め
て
子
を
父
が
監
護
す
べ
き
も
の
と
し
た
。

父
が
経
済
的
に
も
安
定
し
て
い
て
問
題
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
一
変
し
て
父
の
失
業
と
い
う
状
態
の
も
と
で
、
母
は
子

の
監
護
を
父
に
託
す
の
を
危
険
と
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
母
の
判
断
は
こ
の
限
り
で
ま
ち
が
っ
て
お
ら
ず
、
子
の
監
護
を
請
求
し

た
の
も
首
肯
で
き
る
。
だ
が
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
母
の
抱
い
た
危
惧
を
承
知
の
う
え
で
、
父
が
経
済
的
に
苦
し
い
事
情
に
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
監
護
に
協
力
す
る
意
思
を
示
し
た
こ
と
を
考
慮
し
、
父
母
に
よ
る
共
同
監
護
を
勧
告
し
た
。
裁
判
所
も
こ
の
勧
告
を

重
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
る
と
き
、
今
後
は
母
が
子
の
監
護
に
つ
い
て
主
体
的
に
行
動
し
な
が
ら
、
他
方

で
父
に
は
子
と
の
合
理
的
な
面
接
を
認
め
る
と
い
う
方
針
で
進
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤

D
u

c
a

s
v

.
V

a
rk

o
n

y
(

一
九
九
五)

事
件

(

�)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
一
九
九
三
年
に
夫
婦
が
離
婚
し
た
と
き
、
二
才
の
男
子
の
共
同
監
護
が
認
め
ら
れ
、
日
常
的
な
世
話
お
よ

び
監
督
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
母
に
許
さ
れ
た
。
精
神
病
医
で
あ
る
母
は
子
を
連
れ
て
再
婚
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
父
は
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
に
移
っ
た
。
父
は
合
意
に
も
と
づ
き
、
同
年
の
八
月
お
よ
び
十
二
月
に
、
マ
ニ
ト
バ
州
外
で
各
四
日
間
、
子
と
面
接
し

子の共同監護の実情
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た
。
だ
が
、
子
が
父
と
の
面
接
に
ス
ト
レ
ス
を
示
し
た
た
め
、
母
は
面
接
の
回
数
お
よ
び
期
間
の
ゆ
る
や
か
な
減
少
を
提
案
し
た
。

だ
が
、
父
は
反
対
に
子
と
の
よ
り
長
期
間
の
面
接
を
求
め
た
。

裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
父
は
し
ば
し
ば
物
事
を
合
理
的
に
議
論
す
る
能
力
が
不
足

し
て
い
る
。
面
接
を
実
行
す
る
彼
の
行
動
は
乱
暴
で
あ
っ
た
。
父
は
母
が
彼
を
子
か
ら
引
き
離
そ
う
と
す
る
旨
を
主
張
す
る
が
、
証

拠
は
何
も
な
い
。
母
は
父
と
和
解
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
一
九
九
三
年
以
降
、
子
に
直
接
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
大
な
事
情
の
変
更
が

生
じ
て
い
る
。
母
に
子
の
監
護
を
認
め
る
こ
と
が
子
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
監
護
の
対
象
が
父
母
の
離
婚
当
時
に
二
才
の
男
子
で
あ
る
。
離
婚
判
決
は
子
の
共
同
監
護
を
父
母
に
命
じ
た
と
い
う
の

み
で
、
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
。
多
分
、
母
に
日
常
生
活
で
の
子
の
監
護
権
を
与
え
て
養
育
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
、
父
に
は
子

と
の
面
接
を
認
め
る
趣
旨
で
の
共
同
監
護
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
現
実
に
は
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因

は
主
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
父
の
側
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
に
姿
を
み
せ
る
ユ
ダ
ヤ
教
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
源
を
発
し
、

キ
リ
ス
ト
教
に
対
立
し
、
現
在
も
世
界
で
約
一
五
〇
〇
万
人
の
信
徒
を
も
つ
最
古
の
宗
教
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
の
カ
ナ
ダ
の
統
計

に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
四
十
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
三
十
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
一
・
二
パ

ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る

(

�)

。
当
面
の
場
合
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
父
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
子
と
の
面
接
に
の
ぞ
ん
だ
の
か
、
詳
し

い
事
情
は
わ
か
ら
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
母
と
の
日
常
生
活
で
は
経
験
し
な
か
っ
た
よ
う
な
、
な
ん
ら
か
の
ス
ト
レ
ス
を

幼
い
子
に
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
多
く
の
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
は
、
宗
教
的

な
指
示
を
含
む
子
の
養
育
の
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
、
監
護
親
が
自
動
的
に
絶
対
的
か
つ
排
他
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
し
た
と

推
定
す
る

(

�)

と
い
う
の
で
あ
る
。
当
面
の
場
合
も
こ
の
例
外
で
は
な
い
。
監
護
親
で
な
い
父
は
こ
こ
で
子
と
の
面
接
の
方
法
を
考
え
直

す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
反
対
に
そ
の
機
会
を
増
加
す
る
よ
う
要
求
さ
え
し
て
い
る
。
精
神
医
で
あ
る
母
が
こ
の
よ
う
な
父
の
態
度
を
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見
逃
す
は
ず
は
な
い
。
彼
女
の
専
門
的
な
立
場
か
ら
、
父
と
の
面
接
が
子
に
ど
の
よ
う
な
悪
い
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
充
分
に
検
討
し

た
に
ち
が
い
な
い
。

裁
判
所
も
母
に
子
の
監
護
を
認
め
る
の
が
最
善
の
利
益
と
判
断
す
る
が
、
父
に
子
と
の
面
接
も
認
め
な
い
最
も
厳
格
な
意
味
で
の

単
独
監
護
に
ま
で
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
三
十
日
の
予
告
期
間
に
よ
る
、
月
に
四
日
の
面
接
お
よ
び
六
十

日
の
予
告
期
間
に
よ
る
年
に
七
日
の
面
接
を
認
め
る
の
も
、
そ
の
方
法
が
子
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
と
判
断
し
た
か
ら
に
ほ
か

な
る
ま
い
。

三

お

わ

り

に

幼
い
子
を
も
つ
父
母
が
正
常
な
婚
姻
生
活
を
継
続
す
る
と
き
、
互
い
に
協
力
し
て
子
の
監
護
・
養
育
に
当
っ
て
い
る
。
父
母
は
と

く
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
共
同
監
護
を
実
行
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
父
母
は
一
個
の
独
立
し
た
協
同
体
と
し
て
、
個
々
に
特
色

を
示
し
な
が
ら
子
の
監
護
に
当
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
組
の
夫
婦
と
子
ご
と
に
ち
が
っ
た
特
色
を
具
え
た
共
同
監
護
を
進
め
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
別
居
・
離
婚
へ
と
向
う
と
き
、
今
後
、
子
を
ど
の
よ
う
に
監
護
す
る
か
、
こ
こ
に
新
し
い
局
面

子の共同監護の実情
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が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
主
題
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

最
初
に
一
九
八
八
年
か
ら
同
九
五
年
に
か
け
て
、
カ
ナ
ダ
全
土
で
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
子
の
監
護
が
争
わ
れ
る
場
合
に
裁
判
所
が

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
か
、
統
計
上
の
数
字
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
母
の
単
独
監
護
が
六
十

二
パ
ー
セ
ン
ト
、
父
の
そ
れ
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
他
方
で
共
同
監
護
が
二
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
な
い
し
二
十
八

パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
し
た
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
と
く
に
西
部
の
四
州
に
つ
い
て
、
各
州
ご
と
に
五
件
ず
つ
で
は

あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
事
例
を
と
り
上
げ
て
、
子
の
監
護
の
方
法
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
を
調
べ
て
み
た
。

各
州
で
の
子
の
数
と
年
令
は
、
Ｂ
・
Ｃ
州
で
七
才
と
五
才
、
五
才
と
三
才
、
六
才
と
三
才
、
五
才
と
三
才
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
で
は

九
才
と
六
才
、
年
令
不
詳
三
人
、
五
才
と
三
才
、
四
才
と
二
才
、
二
才
と
十
八
カ
月
、
サ
ス
カ
チ
ェ
ワ
ン
州
で
は
五
才
と
四
才
、
年

齢
不
詳
一
人
、
十
才
と
六
才
、
十
才
と
七
才
、
三
才
、
マ
ニ
ト
バ
州
で
は
八
才
と
六
才
と
四
才
、
七
才
と
六
才
と
五
才
、
十
二
才
、

二
才
、
二
才
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
年
令
の
子
に
つ
い
て
、
Ｂ
・
Ｃ
州
で
は
単
独
監
護
が
二
件
、
共
同
監
護
が
三
件
、
ア
ル

バ
ー
タ
州
で
は
単
独
監
護
が
三
件
、
共
同
監
護
が
二
件
、
サ
ス
カ
チ
ェ
ワ
ン
州
で
は
単
独
監
護
が
四
件
、
共
同
監
護
が
一
件
さ
ら
に

マ
ニ
ト
バ
州
で
は
単
独
監
護
が
一
件
、
共
同
監
護
が
四
件
と
い
う
結
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
綜
合
す
れ
ば
、
単
独
監
護
が
十
件
、

共
同
監
護
が
十
件
と
両
者
が
併
存
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
本
稿
の
最
初
に
み
た
統
計
に
よ
れ
ば
、
共
同
監
護
が
二
十
七

パ
ー
セ
ン
ト
な
い
し
二
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
。
共
同
監
護
を
め
ぐ
っ

て
争
わ
れ
た
事
件
を
対
象
と
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
数
字
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
資
料
の
み
で

断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
西
部
の
四
州
に
お
い
て
共
同
監
護
を
認
め
る
割
合
が
少
な
か
ら
ず
増
加
し
た
の
が
原
因
で
は
な
い

か
。
監
護
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
子
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
す
る
裁
判
所
を
含
め
た
訴
訟
当
事
者
の
動
向
が
大
い
に
反
映
さ
れ
て
い
る

の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。

神戸学院法学 第37巻第２号

36


