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論
説法

文
及
び
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
の
判
決
か
ら
見
た
近
代
タ
イ
に
お
け
る

妾
の
法
的
諸
問
題
を
め
ぐ
る
考
察

西　

田　

真　

之

序

本
稿
は
、
タ
イ
近
代
法
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
近
代
タ
イ
に
お
け
る
妾
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
に
つ
い
て
、
関
連

す
る
法
文
や
そ
の
解
釈
、
及
び
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
の
判
決
を
素
材
と
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

タ
イ
で
は
一
九
世
紀
末
か
ら
近
代
型
の
法
典
を
整
備
し
て
ゆ
く
中
で
、
家
族
法
の
編
纂
過
程
で
は
一
夫
一
婦
制
を
め
ぐ
る
議
論
が

焦
点
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
固
有
法
で
あ
る
三
印
法
典
に
は
夫
の
娶
る
こ
と
の
で
き
る
妻
は
三
種
類
い
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
お

り
（
１
）
、
近
代
法
典
編
纂
を
契
機
と
し
て
西
洋
諸
国
に
倣
っ
て
一
夫
一
婦
制
の
明
文
規
定
を
設
け
る
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面

し
た
た
め
で
あ
る
。

こ
う
し
た
妾
の
問
題
は
タ
イ
の
み
な
ら
ず
、
広
義
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
独
立
を
保
持
し
な
が
ら
法
の
近
代
化
を
行
っ
た
日
本
や

中
国
で
も
同
様
に
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
カ
国
に
お
け
る
近
代
期
の
妾
の
動
向
を
比
較
法
史
の
観
点
か
ら
考
察
す
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る
こ
と
も
可
能
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
タ
イ
近
代
法
史
の
研
究
蓄
積
は
薄
く
、
妾
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
は

い
く
つ
か
あ
る
も
の
の

（
２
）

、
未
だ
に
日
本
や
中
国
の
妾
を
め
ぐ
る
議
論
と
相
互
比
較
す
る
た
め
の
素
地
が
整
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う

な
現
状
に
鑑
み
、
将
来
的
に
は
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
妾
を
取
り
巻
く
状
況
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
を
念
頭
に
、
本
稿
で
は
近
代

タ
イ
に
お
け
る
妾
の
法
的
諸
問
題
を
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
。

妾
に
関
す
る
法
的
諸
問
題
を
見
る
際
に
は
、
民
法
上
と
刑
法
上
の
両
方
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
者
の
課
題
と
し

て
、
重
婚
の
禁
止
規
定
や
、
夫
が
妾
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
妻
側
の
離
婚
事
由
が
認
め
ら
れ
た
の
か
否
か
、
と
い
う
夫
婦
間

の
離
婚
事
由
の
規
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
者
に
は
、
妾
を
有
し
て
い
る
夫
に
対
し
姦
通
罪
や
重
婚
罪
が
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
、
ま

た
親
族
に
関
す
る
規
定
の
効
力
が
妾
に
も
及
ん
で
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
含
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
規
定
を

中
心
に
取
り
上
げ
、
近
代
タ
イ
で
一
夫
一
婦
制
と
妾
の
整
合
性
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
着
目
す
る
。

尚
、
本
稿
で
意
味
す
る
「
妾
」
と
は
、
同
居
・
別
居
を
問
わ
ず
、
あ
る
男
性
が
正
式
な
婚
姻
儀
式
や
手
続
き
に
よ
り
関
係
を
結
ん

で
い
る
妻
以
外
に
、
そ
う
し
た
儀
式
・
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
双
方
（
即
ち
、
男
性
と
妾
に
な
ろ
う
と
す
る
女
性
と
の
間
で
）
の

許
諾
や
同
意
の
下
で
性
行
為
及
び
扶
養
関
係
を
有
し
て
い
る
女
性
、
と
定
義
し
て
お
き
た
い
。
や
や
広
域
な
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
タ
イ
の
裁
判
例
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
男
性
が
複
数
の
女
性
と
継
続
的
に
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の

の
、
明
確
に
妾
の
定
義
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

（
３
）
、
さ
ら
に
、
今
後
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
妾
の
諸
問
題
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
も
視

野
に
入
れ
、
広
い
概
念
で
以
て
妾
を
定
義
す
る
趣
旨
に
基
づ
く
。
ま
た
タ
イ
近
代
法
史
の
時
期
区
分
で
あ
る
が
、
そ
の
端
緒
を
司
法

省
を
設
置
し
、
ま
た
ベ
ル
ギ
ー
人
の
お
雇
い
外
国
人
の
ロ
ラ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
マ
ン
（G

ustave R
olin-Jaequem

yns

）
を
招
聘
し
、

本
格
的
な
司
法
改
革
が
開
始
さ
れ
た
一
八
九
二
年
と
し
、
一
院
制
の
人
民
代
表
議
会
が
置
か
れ
た
一
九
三
二
年
憲
法
が
廃
止
さ
れ
、

現
在
の
二
院
制
の
国
会
を
創
設
す
る
に
至
っ
た
一
九
四
六
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
一
九
四
六
年
ま
で
と
捉
え
る
。
こ
の
期
間
に
基
本
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法
典
が
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
妾
の
法
的
諸
問
題
を
め
ぐ
る
動
き
を
考
察
し
て
ゆ
く
。

表
記
方
法
に
つ
い
て
、
国
名
は
一
九
三
九
年
に
現
在
の
国
名
を
採
用
す
る
以
前
は
日
本
で
は
「
シ
ャ
ム
」
或
い
は
「
暹
羅
」
と
記

さ
れ
て
い
た
が
、
引
用
部
分
を
除
き
便
宜
上
「
タ
イ
」
と
記
し
、
年
号
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
西
洋
暦
に
換
算
し
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。
ま
た
、
引
用
箇
所
も
含
め
て
新
字
体
で
統
一
す
る
。

一
．
法
文
の
規
定

（
一
）
民
商
法
典
家
族
法

ま
ず
、
民
商
法
典
家
族
法
で
の
関
連
す
る
規
定
を
、
法
典
の
編
纂
過
程
と
併
せ
て
確
認
し
て
お
く
。

一
九
一
三
年
六
月
一
日
に
ワ
チ
ラ
ー
ウ
ッ
ト
王
（
ラ
ー
マ
六
世
）
が
一
夫
一
婦
制
の
婚
姻
法
草
案
を
支
持
し
たP

rince S
vasti 

S
obhon

に
対
し
て
覚
書
を
記
し
た
が
（
４
）

、
国
王
は
、
タ
イ
の
婚
姻
法
の
原
理
と
し
て
一
夫
一
婦
制
を
採
用
す
る
こ
と
に
慎
重
な
意
見

を
示
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
と
し
て
一
夫
一
婦
制
が
確
立
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
異
な
り
、
タ
イ
で
は
国
民
の
間
で
長

年
一
夫
多
妻
制
に
馴
染
ん
で
き
た
こ
と
、
仮
に
タ
イ
が
一
夫
多
妻
制
を
堅
持
す
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
よ
り
も
道
徳
の
水
準
が
低
い

こ
と
を
示
す
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
宗
教
上
一
夫
一
婦
制
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
タ
イ
で
は
宗
教
上
一

夫
多
妻
制
は
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
不
道
徳
な
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
当
該
指
摘
は
的
を
射
て
い
な
い

こ
と
、
等
を
挙
げ
る

（
５
）
。
一
方
で
、
王
子
は
一
夫
多
妻
制
を
法
文
の
中
に
明
記
す
る
こ
と
は
、
タ
イ
の
法
律
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
と

同
等
の
水
準
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
タ
イ
の
道
徳
を
批
難
す
る
手
段
と
な
り
、
不
名
誉
を
齎
す
こ
と
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
こ
と
へ
の
危
機
感
を
表
明
し
た

（
６
）
。
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近
代
期
に
諸
外
国
か
ら
招
聘
さ
れ
て
い
た
お
雇
い
外
国
人
た
ち
も
婚
姻
法
制
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い

た
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
パ
ド
ゥ
ー
（G

eorges P
adoux

）
が
一
九
一
三
年
五
月
九
日
に
国
王
に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
家

族
法
分
野
、
特
に
婚
姻
・
離
婚
・
相
続
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
の
慣
習
を
重
視
し
タ
イ
人
編
纂
委
員
の
手
に
よ
り
起

草
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

（
７
）

。
そ
の
後
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
（R

iviere

）、
ギ
ヨ
ン
（R

ené G
uyon

）、
モ
ン
シ
ャ
ル
ヴ
ィ
ー

ユ
（M

oncharville
）
の
フ
ラ
ン
ス
人
立
法
者
が
起
草
し
た
法
案
で
は
、「
有
夫
の
女
は
重
ね
て
婚
姻
す
る
こ
と
を
得
ず
」、「
数
人
の

妻
の
夫
た
る
も
の
は
、
各
妻
を
し
て
別
居
せ
し
む
る
こ
と
を
得
、
此
の
場
合
に
於
て
夫
は
各
妻
と
順
次
同
棲
す
る
こ
と
を
得
」、「
数

人
の
妻
あ
る
場
合
に
は
、
最
初
妻
と
し
て
登
記
を
経
た
る
者
を
正
妻
と
し
、
其
の
他
の
者
を
副
妻
と
す
」
と
、
一
夫
多
妻
制
を
前
提

と
し
た
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た

（
８
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
人
お
雇
い
外
国
人
の
政
尾
藤
吉
は
「
斯
く
の
如
き
恥
ず
べ
き
こ
と
を
麗
々

し
く
法
典
の
上
に
書
く
に
も
及
ば
な
い
。
最
初
登
記
を
経
た
も
の
を
正
妻
と
し
、
そ
の
他
を
副
妻
と
す
る
必
要
は
何
処
に
あ
る
、
最

初
の
一
人
だ
け
を
登
記
し
、
後
の
者
は
登
記
し
な
い
で
い
い
、
さ
う
す
れ
ば
所
謂
副
妻
な
る
者
は
妾
と
同
様
と
な
り
、
必
ず
し
も
民

法
の
条
章
に
書
き
立
て
る
に
も
及
ば
な
い
。（
略
）
尤
も
暹
羅
国
は
昔
か
ら
一
夫
多
妻
が
行
は
れ
た
国
で
あ
る
か
ら
、
一
朝
一
夕
に

こ
の
弊
習
を
廃
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
然
し
一
夫
多
妻
主
義
を
事
実
と
し
て
認
め
之
に
蓋
を
被
せ
置
く
の
と
之
を
法
律
上
の
制

度
と
し
て
認
め
、
法
律
の
条
文
に
麗
々
し
く
書
き
立
て
る
の
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
。（
略
）
そ
れ
に
今
日
総
て
の
点
に
於
て
可
及

的
日
本
を
模
倣
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
暹
羅
国
が
、
民
法
の
正
文
に
於
て
堂
々
と
蓄
妾
制
度
を
公
認
す
る
の
み
な
ら
ず
『
数
人
の
妻
の

夫
た
る
も
の
は
云
々
』
と
か
『
此
の
場
合
に
於
て
夫
は
順
次
各
妻
と
同
棲
す
る
こ
と
を
得
』
云
々
の
如
き
条
文
を
麗
々
し
く
書
き
立

て
る
に
於
て
は
、
単
に
各
国
に
対
し
て
面
目
を
失
し
、
条
約
改
正
を
困
難
な
ら
し
む
る
の
み
で
な
く
、
最
も
憂
ふ
べ
き
は
暹
羅
国
民

を
し
て
益
々
惰

（
マ
マ
）
落
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
（
９
）
。」
と
反
論
し
た
。

一
九
一
三
年
七
月
に
は
婚
姻
形
態
を
め
ぐ
る
議
論
を
一
旦
保
留
と
し
、
実
際
に
婚
姻
登
録
時
の
婚
姻
形
式
を
見
極
め
て
か
ら
決
定
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す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
プ
ラ
チ
ャ
ー
テ
ィ
ポ
ッ
ク
王
（
ラ
ー
マ
七
世
）
の
統
治
と
な
り
、
一
九
二
七
年
に
は
婚
姻
や
離
婚

の
際
に
は
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
家
族
登
録
法
草
案
が
起
草
さ
れ
た
。
草
案
の
審
議
で
は
、
婚
姻
は
全
て

登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
併
せ
て
、
男
性
が
登
録
で
き
る
妾
は
複
数
で
も
可
能
で
あ
る
が
妻
は
一
人
に
限
っ
て
登
録
で
き

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
議
論
が
重
ね
ら
れ
、
一
九
二
八
年
一
〇
月
に
は
内
閣
に
て
投
票
に
よ
り
、
八
対
六
で
数
婦
を
娶

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
決
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
一
年
に
夫
婦
法
改
正
法
が
公
布
さ
れ
た
が
、
婚
姻
形
態
に
つ
い
て

女
性
側
は
他
の
男
性
の
妻
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
が
、
反
対
に
男
性
側
に
対
す
る
規
制
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

夫
が
登
録
で
き
る
妻
は
一
人
で
あ
り
、
そ
の
他
の
女
性
を
妻
と
し
て
登
録
し
て
も
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
た
た
め
に
、
単
に
妻
を
複
数
登
録
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
妾
を
有
す
る
こ
と
は
法
律
上
問
題
視
さ
れ
て
い
な

か
っ
た）

（1
（

。
同
法
は
一
九
三
二
年
四
月
よ
り
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
登
録
の
際
の
費
用
が
多
大
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
施
行

さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た）

（（
（

。
夫
が
複
数
の
女
性
を
妻
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
は
何
度
か
検
討
さ
れ
た
が）

（1
（

、
最
終
的
に
は
一
九
三
四
年

一
月
の
裁
決
で
七
七
対
一
九
の
票
に
よ
り
妻
を
一
人
の
み
登
録
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た）

（1
（

。

そ
の
後
、
一
九
三
五
年
に
民
商
法
典
第
五
編
家
族
法
が
公
布
さ
れ
、
夫
婦
の
成
立
要
件
や
離
婚
事
由
に
つ
い
て
は
次
の
条
文
が
設

け
ら
れ
た
。

第
一
四
四
五
条

結
婚
は
以
下
の
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
一
）
男
が
満
一
七
歳
を
迎
え
、
女
が
満
一
五
歳
を
迎
え
て
い
る
こ
と
。

　
（
二
）
男
女
が
直
系
尊
属
又
は
卑
属
、
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
又
は
異
父
母
の
兄
弟
姉
妹
の
血
縁
関
係
が
な
い
こ
と
。 
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（
三
）
男
又
は
女
が
他
人
の
配
偶
者
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
。

　
（
四
）
男
女
が
お
互
い
に
夫
婦
と
な
る
こ
と
を
承
諾
す
る
こ
と
。

　
（
五
）
男
女
が
精
神
の
錯
乱
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

 

配
偶
者
を
失
っ
た
女
性
が
新
し
く
結
婚
す
る
に
は
、
先
の
結
婚
が
失
わ
れ
て
か
ら
三
一
〇
日
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
以
下
の
時
に
は
期
間
内
に
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
ａ
）
そ
の
期
間
内
で
子
が
生
ま
れ
た
と
き
。

　
（
ｂ
）
離
婚
し
た
者
同
士
が
再
婚
す
る
と
き
、
若
し
く
は

　
（
ｃ
）
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
結
婚
す
る
と
き
。

第
一
四
四
九
条

こ
の
法
典
で
の
婚
姻
は
、
登
録
に
よ
り
そ
の
要
件
を
満
た
す
。

第
一
四
五
一
条

 

既
に
結
婚
の
登
録
を
し
た
者
は
、
死
亡
、
離
婚
、
或
い
は
裁
判
所
に
よ
る
取
消
を
理
由
と
し
て
先
の
結
婚
関
係
が
無
く
な
っ
た
と

証
明
す
る
以
外
に
は
別
に
他
の
登
録
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
一
四
八
八
条

 

如
何
な
る
人
も
裁
判
所
に
よ
る
審
判
を
除
い
て
は
婚
姻
関
係
が
無
効
又
は
無
効
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
い
立
て
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

第
一
四
九
〇
条

第
一
四
四
五
条
第
二
項
・
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
反
す
る
婚
姻
は
無
効
と
見
做
す
。
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第
一
五
〇
〇
条

離
婚
事
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
一
）
妻
が
姦
通
を
犯
し
た
時
、
夫
は
離
婚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
二
） 
夫
又
は
妻
に
重
大
な
非
行
が
あ
り
、
他
方
又
は
他
方
の
尊
属
の
身
体
に
傷
を
与
え
、
若
し
く
は
他
方
又
は
他
方
の
尊
属

を
侮
辱
、
蔑
視
し
、
も
し
そ
の
程
度
が
重
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
方
は
離
婚
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。

　
（
三
） 

夫
又
は
妻
が
故
意
に
他
方
を
一
年
以
上
遺
棄
し
、
又
は
適
度
に
扶
助
、
生
活
を
保
障
せ
ず
、
若
し
く
は
夫
や
妻
に
対
す

る
重
大
な
違
反
行
為
に
よ
り
、
一
方
が
以
後
夫
婦
と
し
て
共
同
生
活
で
き
な
く
な
る
ま
で
に
至
っ
た
時
に
は
、
他
方
は

離
婚
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。

　
（
四
） 

夫
又
は
妻
が
最
終
判
決
に
よ
り
窃
盗
、
強
奪
、
海
賊
行
為
又
は
通
貨
偽
造
に
よ
り
投
獄
さ
れ
、
若
し
く
は
最
終
判
決
に

よ
り
そ
の
他
の
罪
で
三
年
間
以
上
投
獄
さ
れ
た
時
、
他
方
は
離
婚
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。

　
（
五
） 

夫
又
は
妻
が
裁
判
所
よ
り
消
息
不
明
と
宣
告
さ
れ
、
裁
判
所
が
そ
の
宣
告
を
取
消
し
て
い
な
い
時
、
他
方
は
離
婚
の
訴

え
を
提
起
で
き
る
。

　
（
六
） 

夫
又
は
妻
が
裁
判
所
に
よ
り
精
神
異
常
を
理
由
と
し
て
無
能
力
者
と
宣
告
さ
れ
、
そ
の
宣
告
日
よ
り
三
年
間
以
上
経
過

し
、
治
癒
の
見
込
み
が
な
く
、
以
後
夫
婦
と
し
て
共
同
生
活
が
で
き
な
く
な
る
ま
で
に
至
っ
た
時
に
は
、
他
方
は
離
婚

の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。

　
（
七
）
夫
又
は
妻
が
行
っ
た
行
為
で
誓
約
に
違
反
し
た
時
、
他
方
は
離
婚
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。

　
（
八
） 

夫
又
は
妻
が
重
い
伝
染
病
に
罹
り
、
他
方
に
対
し
て
危
険
が
あ
り
、
治
癒
の
方
法
が
な
い
時
、
他
方
は
離
婚
の
訴
え
を

提
起
で
き
る
。
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（
九
） 

夫
又
は
妻
が
生
殖
器
に
欠
陥
が
あ
り
、
恒
久
的
に
夫
婦
と
し
て
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
、
他
方

は
離
婚
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。

婚
姻
を
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
配
偶
者
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
結
婚
の
登
録
に
際
し
て
は
一
度
登
録
を
し
た
者
は
死
亡
や
離

婚
、
裁
判
所
に
よ
る
婚
姻
関
係
の
取
消
と
い
う
事
由
以
外
に
は
新
た
な
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
法

典
の
体
裁
と
し
て
は
原
則
一
夫
一
婦
制
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る）

（1
（

。

但
し
、
離
婚
事
由
の
規
定
が
夫
婦
間
で
区
別
さ
れ
、
男
性
が
妻
以
外
の
女
性
と
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
暗
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
こ
と
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
姦
通
を
事
由
と
す
る
離
婚
請
求
権
は
夫
の
み
に
認
め
ら
れ
、
妻
に
は
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、P

hraya S
arikaphongtham

philat　

M
anuuphaatyuktisaphaapdii

は
、
妻
の
姦
通
行
為

は
伝
統
的
に
下
劣
な
行
為
と
見
做
さ
れ
、
名
誉
を
失
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
夫
の
姦
通
は
法
律
上
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
た
め

に
、
複
数
の
女
性
と
関
係
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
男
性
が
結
婚
し
た
後
に
妻
以
外
の
女
性
と
関
係
を
結
ん
だ
場
合
の
扱
い

が
明
確
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る）

（1
（

。S
anya D

harm
asakti

は
、
姦
通
を
事
由
と
す
る
離
婚
を
妻
に
認
め
る
こ
と
は
夫
婦
の
婚
姻

関
係
を
改
善
す
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
離
婚
率
が
高
ま
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
離
婚
規
定
の
夫
婦
平
等
化
に
は
慎

重
な
意
見
を
示
す）

（1
（

。

し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
第
一
五
〇
〇
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
本
来
当
該

条
項
で
妻
か
ら
の
離
婚
請
求
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
は
、
夫
が
娼
婦
を
管
理
し
、
妻
に
娼
婦
の
よ
う
に
売
春
を
強
制
さ
せ
た
際
に
、

こ
れ
を
夫
の
重
大
な
違
反
行
為
と
捉
え
、
夫
婦
が
共
同
生
活
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
例
等
を
想
定
し
て
い
た）

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
、

例
え
ば
夫
に
妾
が
お
り
、
度
々
妻
を
面
と
向
か
っ
て
冷
や
か
す
行
為
を
繰
り
返
す
場
合
に
は
慎
重
に
裁
判
所
で
考
慮
斟
酌
さ
れ
る
こ
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と
に
な
る
、
と
し
て
、
柔
軟
な
解
釈
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る）

（1
（

。
先
のS

anya D
harm

asakti

も
、
夫
が
妾

を
有
す
る
こ
と
は
妻
に
対
す
る
重
大
な
侮
辱
と
し
て
離
婚
事
由
を
認
め
る
よ
う
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
は
前
向
き
な
こ
と
を
表
明
す

る）
（1
（

。他
方
で
、
夫
が
単
に
妾
を
有
す
る
行
為
は
妻
側
の
離
婚
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。

A
dul W

ichiencharoen

は
夫
に
の
み
姦
通
に
よ
る
離
婚
請
求
が
認
め
ら
れ
る
の
は
一
夫
一
婦
制
の
阻
害
と
な
り
得
る
た
め
、
夫
の

姦
通
を
事
由
と
す
る
妻
の
離
婚
請
求
を
認
め
る
条
項
を
加
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
、
夫
が
他
の
女
性
を
扶
養
す
る
場
合
に
妻
は
離
婚

を
請
求
し
得
る
よ
う
に
文
言
を
設
け
る
よ
う
提
案
が
な
さ
れ
て
い
た
点
を
指
摘
す
る）

11
（

。W
im

olsiri Jam
narnw

ej

は
、
一
九
七
〇
年

一
月
に
家
族
法
の
改
正
点
を
提
示
、
そ
の
中
で
第
一
四
八
八
条
を
削
除
し
、
複
数
の
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
場
合
は
、
最
初
の
結
婚
契

約
は
有
効
と
し
、
後
の
婚
姻
関
係
は
自
動
的
に
無
効
と
見
做
す
条
文
を
定
め
る
こ
と
、
さ
ら
に
離
婚
事
由
の
夫
婦
平
等
化
を
図
り
、

夫
が
他
の
女
性
と
同
居
し
て
い
る
場
合
に
は
妻
が
離
婚
を
訴
え
る
事
由
を
有
す
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
た）

1（
（

。

そ
の
後
、
家
族
法
に
い
く
つ
か
の
修
正
が
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
一
九
七
六
年
に
は
、
姦
通
を
理
由
と
す
る
離
婚
事

由
規
定
に
つ
い
て
「
夫
が
他
の
女
を
妻
の
如
く
扶
助
、
生
活
を
保
障
、
又
は
礼
遇
し
、
若
し
く
は
妻
が
姦
通
を
犯
し
た
時
、
他
方
は

離
婚
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。」
と
文
言
を
改
め
、
夫
が
別
の
女
性
と
関
係
を
有
し
た
場
合
に
、
一
定
の
要
件
で
妻
側
に
離
婚
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
ま
た
、一
九
九
〇
年
に
は
婚
姻
関
係
の
無
効
規
定
が
修
正
さ
れ
た
。
従
来
は
裁
判
所
の
宣
告
に
よ
っ

て
の
み
婚
姻
関
係
が
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
夫
一
婦
制
の
原
則
を
破
壊
す
る
行
為
、
例
え
ば
、
重
婚
の
禁
止
を
定
め
る

第
一
四
五
二
条
に
違
背
す
る
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
際
に
は
、「
第
一
四
五
二
条
に
違
反
す
る
事
由
に
よ
り
無
効
と
な
る
婚
姻
は
、
利

害
関
係
人
で
あ
る
如
何
な
る
者
で
も
、
婚
姻
関
係
が
無
効
で
あ
る
と
の
裁
判
所
の
判
決
を
主
張
、
又
は
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。」

と
、
婚
姻
関
係
の
無
効
規
定
に
つ
い
て
よ
り
細
か
い
規
定
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
姦
通
を
め
ぐ
る
離
婚
事
由
に
は
依
然
と
し
て
夫
婦
間
の
区
別
が
設
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。V

irada 

S
om

sw
asdi

は
、
夫
婦
間
の
離
婚
事
由
の
文
言
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る）

11
（

。
ま
ず
、「
夫
が
他
の
女
を
妻
の
如
く
扶
助
、
生
活
を
保

障
す
る
こ
と
」
に
は
、
仮
に
夫
の
支
援
が
間
を
お
い
て
一
度
又
は
二
度
、
或
い
は
数
回
で
も
そ
の
支
援
の
た
め
の
金
額
が
僅
か
で
あ

り
、
生
計
を
立
て
る
の
に
充
分
で
な
い
時
は
含
ま
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
支
援
が
一
度
の
み
又
は
二
度
に
過
ぎ
な
く
と
も
、
金
額
が

非
常
に
多
い
場
合
に
は
別
途
考
慮
さ
れ
る
。「
夫
が
他
の
女
を
妻
の
如
く
礼
遇
す
る
こ
と
」
と
は
、
そ
の
女
性
を
妻
と
同
等
に
扱
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
妻
以
外
の
女
性
と
儀
式
や
礼
式
へ
参
加
す
る
こ
と
、
同
居
す
る
こ
と
、
他
人
に
そ
の
女
性
を
家
内

と
紹
介
す
る
こ
と
、
同
居
し
て
い
る
旨
を
他
者
に
告
げ
る
こ
と
等
が
該
当
す
る
。
一
方
で
、
も
し
仮
に
男
性
が
他
の
女
性
と
姦
通
行

為
を
有
し
、
性
行
為
を
行
う
段
階
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
妻
の
如
く
扶
助
、
生
活
を
保
障
、
若
し
く
は
妻
の
よ
う
に
礼
遇
し
た
と
い

う
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
妻
の
如
く
扱
う
こ
と
が
要
件
で
あ
る
の
で
、
例
え
性
的
関
係
が
な
く
と
も
、
他
の
女
性
を
妻

の
如
く
扶
助
、
生
活
を
保
障
し
、
或
い
は
妻
の
よ
う
に
礼
遇
し
た
場
合
に
は
、
妻
側
は
当
該
条
項
に
従
い
離
婚
の
請
求
を
す
る
事
由

と
な
る
。「
妻
が
姦
通
を
犯
し
た
こ
と
」
と
は
、
共
に
寝
床
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
妻
が
他
の
男
性
と
性
行
為
を
行
っ

た
事
実
又
は
証
拠
さ
え
あ
れ
ば
よ
く
、
妻
が
他
の
男
性
を
扶
助
、
生
活
を
保
障
、
又
は
礼
遇
し
た
事
実
を
考
慮
す
る
こ
と
は
要
し
な

い
。
こ
れ
は
、
法
律
上
夫
が
他
の
女
性
と
性
交
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
妻
が
当
然
に
離
婚
で
き
る
も
の
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
劣

悪
な
も
の
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
夫
が
他
の
女
性
を
妻
の
如
く
扶
助
、
生
活
を
保
障
、
或
い
は
礼
遇
す
る
こ
と
に
よ
り
妻
の
離
婚
請

求
権
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
氏
の
解
釈
に
依
る
な
ら
ば
、
夫
が
妾
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
妾
を
妻
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
限
り
は
、
妻
は

夫
と
の
離
婚
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
三
五
年
家
族
法
の
法
文
と
比
較
す
る
と
修
正
は
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
夫
婦
間
に
お
け
る
平
等
性
の
観
点
か
ら
は
未
だ
に
発
展
し
て
お
ら
ず
、
離
婚
事
由
を
夫
婦
平
等
に
修
正
す
べ
き
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こ
と
が
意
見
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、
夫
婦
の
離
婚
事
由
を
定
め
る
第
一
五
一
六
条
第
一
項
に
て
「
夫
又
は
妻
が

他
人
を
妻
又
は
夫
の
如
く
扶
助
、
生
活
を
保
障
又
は
礼
遇
し
、
姦
通
を
犯
し
、
若
し
く
は
他
人
と
習
慣
的
に
性
交
し
た
時
、
他
方
は

離
婚
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。」
と
規
定
が
修
正
さ
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
姦
通
を
事
由
と
す
る
夫
婦
間
の
離
婚
請
求
権
が
平
等
な
も

の
と
な
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、P

hairot K
am

phusiri

は
、
次
の
よ
う
に
概
説
す
る）

11
（

。「
扶
助
し
、
生
活
を
保
障
す
る
」
の
文
言
は
、
配
偶

者
が
他
者
の
生
活
を
維
持
す
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
出
費
（
住
居
の
購
入
や
賃
借
り
、
電
気
代
・
水
道
代
の
支
給
等
）
の
責
任
を
負

う
こ
と
を
示
す
。「
礼
遇
」
と
い
う
の
は
、
夫
婦
と
し
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
前
で
連
れ
を
自
身
の
夫
又
は
妻
と
紹
介
す

る
こ
と
、
或
い
は
自
身
の
両
親
に
挨
拶
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
配
偶
者
と
し
て
登
録
す
る
ほ
ど
の
も
の
は
必
要
と
さ
れ
て
い

な
い
。
他
者
を
「
礼
遇
す
る
」
と
は
、「
扶
助
、
生
活
を
保
障
す
る
」
事
由
か
ら
区
分
さ
れ
、
例
え
夫
が
あ
る
女
性
を
扶
助
、
生
活

を
保
障
し
て
い
な
く
と
も
、
仮
に
そ
の
女
性
を
妻
と
類
似
す
る
よ
う
に
礼
遇
す
る
行
為
が
あ
っ
た
時
に
は
、
離
婚
訴
訟
の
事
由
と
な

る
。
夫
が
お
金
を
使
う
こ
と
は
必
ず
し
も
求
め
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
、
隠
れ
て
内
々
で
女
性
を
妾
と
し
て
扱
い
生
活
を
保
障
す
る
形

式
で
よ
い
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
配
偶
者
は
相
互
に
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
身
の
合
法
的
な
夫
又
は
妻
以
外
の
人
を
扶
助
、

生
活
を
保
障
又
は
礼
遇
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
姦
通
」
に
つ
い
て
、
妻
が
姦
通
を
犯
す
と
い
う
の
は
別
の
男
性
と
の
性
交
を
自

ら
願
い
出
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
別
の
男
性
と
性
交
し
た
妻
は
当
然
に
姦
通
と
見
做
さ
れ
、
離
婚
訴
訟
の
事
由
と
な
る
。「
他
人
と

習
慣
的
に
性
交
し
た
時
」
と
は
、
夫
又
は
妻
が
自
身
の
配
偶
者
で
は
な
い
異
性
と
性
交
す
る
こ
と
で
あ
る
。
習
慣
的
な
も
の
、
或
い

は
複
数
回
に
及
ぶ
も
の
で
、
一
時
的
な
臨
時
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
民
商
法
典
家
族
法
に
お
け
る
妾
に
関
連
す
る
規
定
の
変
遷
を
今
一
度
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
草
案
の

段
階
で
は
、
夫
が
娶
る
こ
と
の
で
き
る
妻
は
一
人
と
し
つ
つ
も
、
妾
を
有
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
公
布
施
行
さ
れ
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た
家
族
法
で
は
、
既
に
配
偶
者
が
い
る
者
と
の
結
婚
は
禁
じ
ら
れ
、
ま
た
婚
姻
は
原
則
と
し
て
一
度
の
み
登
録
で
き
、
且
つ
妻
も
一

人
の
み
登
録
可
能
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
形
式
上
の
一
夫
一
婦
制
の
法
典
が
整
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
離
婚
事
由
に
は
重

婚
の
規
定
が
設
け
ら
れ
ず
、
仮
に
重
婚
の
状
態
が
形
成
さ
れ
て
も
、
裁
判
所
の
裁
定
を
受
け
な
い
限
り
は
婚
姻
関
係
が
有
効
な
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
姦
通
を
理
由
と
す
る
離
婚
請
求
も
夫
の
み
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
条

項
は
徐
々
に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
り
、
離
婚
事
由
の
規
定
は
、
ま
ず
は
夫
が
別
の
女
性
を
妻
の
如
く
扶
助
、
生
活
を

保
障
又
は
礼
遇
し
て
い
た
場
合
は
妻
側
か
ら
の
離
婚
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
夫
婦
間
の
差

別
は
残
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
七
年
の
改
正
に
伴
い
、
夫
婦
間
の
離
婚
事
由
の
平
等
化
が
実
現
さ
れ
、
夫
婦
双
方
が
相
手
方
の
姦
通

行
為
を
理
由
と
し
て
離
婚
を
請
求
し
得
る
こ
と
と
な
り
、
法
文
上
妾
を
有
し
て
い
る
夫
に
対
し
妻
が
離
婚
を
訴
え
出
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
刑
法
典

次
に
、
刑
法
典
の
関
連
す
る
規
定
を
見
て
ゆ
こ
う
。
妾
を
め
ぐ
る
刑
法
上
の
問
題
と
し
て
は
、
姦
通
罪
及
び
重
婚
罪
の
法
文
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。
姦
通
罪
は
、
配
偶
者
が
異
性
と
の
関
係
を
有
し
た
際
に
処
罰
さ
れ
得
た
の
か
、
と
い
う
点
で
、
重
婚
罪
は
、

仮
に
夫
が
妻
以
外
に
妾
を
有
し
、
実
質
的
に
婚
姻
生
活
に
類
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
場
合
に
、
重
婚
罪
の
適
用
が
検
討
さ
れ
て
い

た
の
か）

11
（

、
と
い
う
問
題
と
関
係
し
、
重
要
な
意
味
合
い
を
持
つ
。
ま
た
、
親
族
に
関
す
る
法
文
に
つ
い
て
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
も
、
親
族
に
妾
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
親
族
容
隠
や
親
族
相
盗
と
い
っ
た
法
文
の
効
果
が
及
ぶ
こ

と
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

タ
イ
の
現
行
刑
法
典
で
は
、
姦
通
罪
及
び
重
婚
罪
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
夫
が
例
え
妾
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
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そ
の
関
係
に
つ
い
て
姦
通
罪
や
重
婚
罪
が
適
用
さ
れ
、
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
。
但
し
、
次
の
公

務
員
に
対
す
る
虚
偽
の
申
告
を
し
た
罪
に
は
問
わ
れ
得
る
。

第
一
三
七
条

 

公
務
員
に
対
し
て
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
で
、
他
人
又
は
公
衆
に
損
害
を
与
え
か
ね
な
い
場
合
に
は
、
六
か
月
以
下
の
懲
役
又
は

一
〇
〇
〇
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、
又
は
懲
役
及
び
罰
金
を
科
す
。

家
族
法
の
規
定
に
基
づ
き
婚
姻
の
際
に
は
登
録
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
届
出
に
際
し
て
虚
偽
の
申
し
立
て
を

行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
規
定
の
処
罰
対
象
と
な
る
。
当
該
規
定
は
既
に
一
九
〇
八
年
刑
法
典
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て

い
た
。

第
一
一
八
条

 

何
ら
か
の
事
情
を
知
り
、
そ
れ
が
虚
偽
で
あ
り
、
他
人
又
は
公
衆
に
損
害
を
与
え
か
ね
な
い
こ
と
を
公
務
員
に
対
し
申
告
を
し
た

者
に
対
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
方
法
の
処
分
を
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
一
つ
は
六
か
月
以
下
の
禁
獄
、
一
つ
は

五
〇
〇
チ
カ
ル
以
下
の
罰
金
、
一
つ
は
両
方
を
科
す
処
分
で
あ
る
。

一
方
、
姦
通
罪
及
び
重
婚
罪
の
条
文
は
、
現
存
す
る
刑
法
典
草
案
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
刑
法
典
の
起
草
に
携
わ
っ

た
政
尾
藤
吉
が
記
し
た
論
稿
か
ら
、
一
九
〇
六
年
草
案
に
は
姦
通
罪
の
処
罰
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
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れ
る
。
政
尾
に
よ
る
と
同
草
案
の
第
二
編
第
七
章
に
「
風
紀
ニ
対
ス
ル
罪
」
が
設
け
ら
れ
、
第
一
節
が
「
風
俗
ヲ
害
ス
ル
罪
」、
第

二
節
が
「
強
姦
猥
褻
姦
通
ノ
罪
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る）

11
（

。
刑
法
草
案
の
章
立
て
を
比
較
す
る
と
、
一
九
〇
七
年
修
正
草
案
で

は
、
第
二
編
第
六
章“

O
ffences against M

orals”

に
は“

O
ffences against P

ublic M
orals” 

及
び“

R
ape and Indecent 

A
ssault”

が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
姦
通
罪
は
条
文
も
、
ま
た
章
立
て
の
文
言
に
も
含
ま
れ
て
い
な
い）

11
（

。
そ
れ
以
前
に
編
ま
れ
た

草
案
は
現
存
し
て
い
な
い
た
め
、
詳
細
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
九
〇
〇
年
二
月
に
脱
稿
さ
れ
た
刑
法
草
案
の
章
立
て
が
記
さ

れ
た
資
料
に
よ
る
と
、“O

ffences against P
ublic M

orals”

に
は“

Indecency, R
ape, etc.”

及
び“

U
nnatural O

ffences”

の
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
同
草
案
に
姦
通
罪
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な

い
。仮

に
一
九
〇
六
年
草
案
に
姦
通
罪
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
何
故
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
編
纂
者
で

あ
っ
た
政
尾
や
パ
ド
ゥ
ー
の
書
き
記
し
た
論
稿
で
は
両
者
と
も
に
、
姦
通
罪
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
な
い
た
め
は
っ

き
り
と
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
刑
法
典
の
編
纂
過
程
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
、
イ
ン
ド
刑
法
典
、
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
、
オ

ラ
ン
ダ
刑
法
典
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
典
、
日
本
刑
法
改
正
案
、
エ
ジ
プ
ト
刑
法
典
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
刑
法
典
等
、
各
国
の
刑
法
典
を
参
照
し
な
が
ら
作
業
を
行
っ
て
お
り）

11
（

、
多
く
の
国
々
で
は
姦
通
罪
の
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ

と）
11
（

、
且
つ
政
尾
及
び
パ
ド
ゥ
ー
は
共
に
姦
通
罪
を
規
定
す
る
国
の
出
身
者
だ
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
草
案
に
も
姦
通
罪
の
処
罰
規

定
を
用
意
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
公
布
施
行
さ
れ
た
一
九
〇
八
年
刑
法
典
に
は
、
姦
通
罪
及
び
重
婚
罪
の
何
れ
の
規
定
も
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
王
（
ラ
ー
マ
五
世
）
が
一
八
九
八
年
一
月
に
出
し
た
法
律
改
革
に
関
す
る
勅
令
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

国
王
は
、
改
革
を
行
う
に
あ
た
り
異
な
る
習
慣
や
伝
統
を
盲
目
的
に
模
倣
す
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
法
典
整
備
の
際
に
は
タ
イ
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の
社
会
に
適
合
す
べ
き
か
否
か
、
特
に
家
族
法
の
分
野
に
お
い
て
常
に
考
慮
す
る
こ
と
と
し
た
結
果
、
一
夫
一
婦
制
の
導
入
に
伴
い
、

婚
姻
関
係
を
登
録
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
方
で
、
重
婚
罪
の
規
定
は
社
会
で
未
だ
に
受
容
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
の
判
断

が
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
刑
法
上
の
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
無
く
、
あ
く
ま
で
も
公
務
員
に
対
す
る
虚
偽
の
申
し
立
て
を
し

た
こ
と
に
よ
る
刑
事
上
の
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

11
（

。

さ
ら
に
、
親
族
の
規
定
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
一
九
〇
八
年
刑
法
典
に
は
次
の
よ
う
に
尊
属
や
卑
属
と
い
っ
た
文
言
が
盛
り
込

ま
れ
た
条
文
が
設
け
ら
れ
た
。

第
五
四
条

 

第
二
八
八
条
乃
至
第
二
九
六
条
、
第
三
〇
四
条
乃
至
第
三
二
一
条
、
第
三
二
四
条
乃
至
第
三
二
九
条
及
び
第
三
四
〇
条
に
規
定
す

る
財
産
に
対
す
る
罪
を
犯
し
た
者
で
、
直
系
の
尊
属
、
即
ち
自
身
の
父
、
母
、
父
方
の
祖
父
、
父
方
の
祖
母
、
母
方
の
祖
父
、
母

方
の
祖
母
、
曽
祖
父
母
、
及
び
直
系
卑
属
、
即
ち
自
身
の
子
女
、
孫
、
曾
孫
、
玄
孫
に
よ
る
直
系
血
族
に
損
害
を
加
え
た
者
は
、

そ
の
罪
に
つ
き
定
め
て
い
る
刑
の
半
分
に
減
刑
す
る
。

も
し
、
当
該
罪
を
夫
が
妻
に
対
し
て
、
又
は
妻
が
夫
に
対
し
て
犯
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
罰
し
な
い
。

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
規
定
に
は
、
窃
盗
罪
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
二
八
八
条
で
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

第
二
八
八
条

 

不
正
に
他
人
の
財
産
の
全
て
又
は
財
産
の
一
部
を
、
仮
に
そ
の
人
の
許
可
な
く
窃
取
し
た
者
は
、
そ
れ
は
即
ち
窃
盗
の
罪
と
な
り
、
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三
年
以
下
の
禁
獄
、
そ
し
て
五
〇
〇
チ
カ
ル
以
下
の
罰
金
を
科
す
。

こ
の
よ
う
に
窃
盗
罪
を
適
用
す
る
の
に
際
し
て
親
族
の
場
合
に
は
刑
が
減
刑
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
日
本
で
の
親
族
相
盗
に
類

似
す
る
法
的
効
果
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
但
し
、親
族
の
範
囲
を
規
定
す
る
条
文
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
政
尾
は
、

「
暹
羅
で
は
昔
か
ら
親
族
の
間
の
盗
罪
と
い
ふ
も
の
は
罰
せ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
居
る
、
そ
れ
で
暹
羅
の
新
刑
法
の
第
五
十
四
条
に
は

配
偶
者
間
及
び
直
系
の
尊
属
又
は
直
系
の
卑
属
間
の
盗
罪
は
之
を
罰
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
居
る
、
別
に
日
本
に
あ
る
や
う
な

親
族
例
と
い
ふ
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
、
そ
れ
で
配
偶
者
と
か
直
系
尊
属
と
か
直
系
卑
属
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
の
定
義
は
刑
法
の
中

に
は
与
へ
て
な
く
て
、
是
は
全
く
習
慣
法
に
譲
っ
て
あ
る
。）

1（
（

」
と
言
及
し
て
お
り
、
妾
が
親
族
に
含
ま
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
議
論

が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
タ
イ
刑
法
典
草
案
に
は
、
姦
通
罪
、
重
婚
罪
の
処
罰
規
定
や
親
族
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
は
盛
り
込

ま
れ
て
い
な
い
。
姦
通
罪
に
関
し
て
は
規
定
が
置
か
れ
た
形
跡
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
起
草
段
階
で
修
正
が
加
え
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
規
定
は
、
妾
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
得
る
問
題
で
あ
る
が
、
タ
イ
に
お
い
て
は

そ
も
そ
も
条
文
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
、
刑
法
上
の
問
題
と
し
て
は
大
き
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

二
．
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
の
判
決

で
は
、
実
際
の
裁
判
の
中
で
、
妾
と
の
関
係
は
如
何
に
扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
の
判
決
を
中
心
に
具
体
的
事
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案
に
着
目
す
る）

11
（

。

家
族
法
施
行
前
は
男
女
の
婚
姻
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
儀
式
を
挙
げ
る
こ
と
、
若
し
く
は
周
囲
に
そ
の
関
係
を
公
に

す
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：995/1919.11.25

］
で
は
、
男
性
が
結
婚
に
際

し
て
金
銭
を
女
性
側
の
家
族
に
支
払
っ
た
も
の
の
、
当
該
男
性
は
刑
事
訴
追
を
受
け
て
い
た
た
め
に
実
際
に
結
婚
の
儀
式
は
行
わ
れ

ず
、
後
に
女
性
側
が
儀
式
の
挙
行
及
び
金
銭
の
返
還
を
拒
否
し
た
た
め
、
男
性
が
金
銭
の
返
還
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
が
、
判
決
で

は
正
式
な
結
婚
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
婚
礼
の
儀
式
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
男
性
が
結
納
時
に
支
払
っ
た
金
銭
の

返
還
請
求
を
認
め
た）

11
（

。［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：131/1922.6.26

］
も
夫
婦
の
要
件
を
示
し
た
判
決
で
あ
る
。
当
該
事
案
で
は
、
男
性

が
女
性
を
女
性
宅
か
ら
連
れ
去
っ
た
後
に
自
宅
に
同
居
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
関
係
を
夫
婦
と
認
め
る
か
に
つ
い
て
争
わ

れ
た
。
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
で
の
第
一
審
は
女
性
を
法
律
上
の
妻
と
見
做
し
た
が
、
控
訴
審
で
は
法
律
上
の
夫
婦
関
係
で
は
な
く
、
単
な

る
愛
人
と
妾
の
同
居
関
係
に
過
ぎ
な
い
と
判
示
し
た
。
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
で
も
男
女
は
同
居
し
て
い
た
と
は
言
え
婚
姻
関
係
に
は
無

く
、
単
な
る
同
居
関
係
は
夫
婦
と
扱
わ
な
か
っ
た
。［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：311/1923.9.22

］
に
お
い
て
も
、
男
性
が
女
性
を
女
性

の
母
親
の
承
諾
無
し
に
家
か
ら
連
れ
出
し
同
居
し
て
い
た
案
件
で
あ
っ
た
が
、
法
律
上
の
夫
婦
関
係
を
否
定
し
た
。
さ
ら
に
、［
デ
ィ

カ
ー
裁
判
所
：1006/1931.3.30

］
で
も
儀
式
を
挙
げ
た
こ
と
で
夫
婦
が
結
婚
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
儀

式
に
よ
っ
て
妻
と
な
っ
た
場
合
に
は
そ
の
旨
が
表
示
さ
れ
る
等
（［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：213/1921.7.26

］、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：

1229/1930.3.24

］）、
夫
婦
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
婚
姻
儀
式
の
有
無
が
判
断
材
料
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

そ
の
一
方
で
、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：1060/1930.1.10

］
の
事
例
で
見
る
と
、
男
女
が
公
に
同
居
し
て
い
る
こ
と
が
周
知
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
夫
婦
と
見
做
し
た
よ
う
で
あ
る
。［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：921/1931.3.26

］
で
は
、
婚
姻
の
儀
式
を
経
ず
し
て

長
年
連
れ
添
っ
た
男
女
を
夫
婦
と
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
儀
式
を
挙
げ
な
く
と
も
、
公
に
夫
婦
と
し
て
生
活
し
て
い
る
場
合
に
は
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婚
姻
関
係
が
あ
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

家
族
法
施
行
後
に
は
、
夫
婦
の
成
立
要
件
を
従
来
よ
り
も
厳
格
に
見
て
い
る
。［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：137/1938.6.7

］
は
、
夫

婦
が
結
婚
す
る
際
に
金
銭
の
授
受
が
あ
り
、
さ
ら
に
婚
姻
の
儀
式
も
挙
行
さ
れ
た
が
、
妻
が
婚
姻
の
登
録
を
拒
否
し
た
た
め
、
夫
が

妻
に
対
し
婚
姻
の
登
録
を
求
め
、
仮
に
登
録
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
支
払
っ
た
お
金
を
返
還
す
る
よ
う
求
め
た
案
件
で
あ
る
。
妻
側

は
結
婚
の
登
録
に
は
合
意
し
た
こ
と
は
な
い
と
反
論
し
た
が
、
下
級
審
の
判
決
で
は
婚
姻
の
儀
式
を
挙
げ
て
い
る
も
の
の
、
婚
姻
の

登
録
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
夫
婦
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
従
っ
て
も
し
婚
姻
の
登
録
を
希
望
し
な
い
場
合
は
受
け
取
っ
た

金
銭
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
さ
れ
た
。
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
も
、
婚
姻
の
儀
式
を
挙
げ
そ
の
後
も
同
居
し
て
生
活
を

し
て
い
る
こ
と
は
単
に
夫
婦
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
登
録
を
し
な
い
限
り
法
律
上
の
有
効
性
が
与
え

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
的
に
は
夫
婦
と
見
做
し
得
な
い
、
と
し
た
。
正
式
な
登
録
手
続
き
を
経
る
こ
と
で
初
め
て
法
律
上
の
夫

婦
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
示
さ
れ
た
点
で
注
目
さ
れ
る
事
例
で
あ
る）

11
（

。［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：496/1940.10.8

］
も
、
婚
姻
の
儀

式
を
挙
行
し
、
同
居
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
登
録
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
男
女
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
事
案
で
あ
る

が
、
第
一
審
で
は
男
女
を
夫
婦
と
し
て
認
め
た
の
に
対
し
、
控
訴
審
で
は
家
族
法
の
規
定
に
従
い
結
婚
す
る
際
に
は
登
録
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
婚
姻
の
儀
式
を
挙
行
し
て
い
る
が
婚
姻
の
登
録
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
法
的
に
は
夫
婦

と
は
言
え
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
、
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
も
例
え
同
居
し
て
い
た
と
し
て
も
法
律
上
夫
婦
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い

こ
と
を
指
摘
、
夫
婦
関
係
を
認
め
な
か
っ
た
。

但
し
、
家
族
法
施
行
前
に
既
に
事
実
上
の
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
男
女
が
当
事
者
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：

1293/1936.1.1

］、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：1253/1936.12.26

］、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：246/1937.7.8

］
等
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

新
法
の
適
用
範
囲
外
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
民
商
法
典
施
行
条
例
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
た
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め
で
あ
っ
た
。

第
四
条

本
法
典
の
規
定
は
以
下
の
場
合
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

　
（
一
）
本
法
典
が
施
行
さ
れ
る
以
前
に
婚
姻
し
、
そ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の
家
族
関
係
。

　
（
二
） 

本
法
典
が
施
行
さ
れ
る
以
前
の
子
ど
も
の
保
護
権
、
監
督
権
、
養
子
縁
組
、
若
し
く
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
こ
ろ

の
権
利
義
務
関
係
。

や
や
特
殊
な
事
案
と
し
て
は
、
儀
式
を
挙
げ
ず
に
一
七
年
間
の
夫
婦
生
活
を
送
っ
た
妻
が
、
夫
に
よ
る
暴
力
を
理
由
と
し
て
離
婚

を
訴
え
た
事
案
［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：589/1939.9.9

］
が
あ
る
。
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
は
、
家
族
法
施
行
以
前
か
ら
当
事
者
が
夫
婦

関
係
を
有
し
て
い
た
た
め
儀
式
を
挙
行
せ
ず
と
も
夫
婦
と
見
做
し
た
が
、
特
徴
的
な
の
は
当
該
事
例
で
問
題
と
な
っ
た
夫
が
妻
を
棒

で
殴
打
す
る
よ
う
な
暴
力
行
為
は
民
商
法
典
第
一
五
〇
〇
条
に
規
定
す
る
離
婚
事
由
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
新
法
に
基
づ
く
離

婚
事
由
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

タ
イ
近
代
期
の
裁
判
事
例
を
通
じ
て
、
夫
が
妻
以
外
に
妾
を
有
し
て
い
る
様
子
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判

所
：24/1925.5.26

］
は
夫
に
妻
の
借
金
に
対
す
る
法
的
責
任
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
判
決
で
あ
る
が
、
ま
ず
女
性
が
妻
の
立
場

に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
妾
に
対
す
る
借
金
の
法
的
責
任
と
は
異
な
る
こ
と
が
判
決
内
で
示
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
妻
或
い
は
妾

の
借
金
に
対
す
る
夫
側
の
法
的
責
任
を
問
う
案
件
で
は
、
女
性
が
妻
で
あ
る
の
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
要
素
を
持
っ
て

い
た
と
見
ら
れ
、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：856/1926.3.14

］
や
［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：444/1928.10.13

］
で
も
、
妻
の
借
金
に
対
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す
る
夫
の
責
任
を
肯
定
し
た
。
他
に
も
、
女
性
が
男
性
と
別
離
す
る
こ
と
を
訴
え
た
事
件
で
、 “m

ai jai pen m
ia ti teng ngan”

（
結
婚
に
よ
る
妻
で
は
な
い
者
）
の
立
場
に
あ
る
女
性
が
、
別
離
の
訴
え
を
取
り
下
げ
る
代
わ
り
に
妻
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
こ

と
を
求
め
て
い
た
事
案
も
報
告
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
う
し
た
妻
と
妾
を
区
別
し
て
い
る
旨
を
示
し
た
案
件
に
、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：

614/1932.11.30

］
が
あ
る
。
当
該
事
例
は
、
夫
に
は
既
に
妻
が
い
た
が
長
年
妾
と
同
居
す
る
生
活
を
送
り
、
夫
と
妾
と
の
間
に
子

ど
も
が
生
ま
れ
た
も
の
の
、
夫
は
公
務
の
た
め
に
海
外
へ
と
移
転
、
後
に
帰
国
し
た
が
妾
の
元
へ
は
戻
ら
ず
、
妾
が
離
別
の
手
続
き

を
取
る
た
め
に
裁
判
所
へ
訴
え
出
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
下
級
審
も
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
も
原
告
は
妾
で
あ
り
、
法
的
な

妻
で
は
な
い
こ
と
に
は
争
い
が
な
い
、
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
妾
と
関
係
を
有
し
て
い
る
夫
に
対
し
妻
側
か
ら
の
離
婚
請
求
は
認
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
注
目
す
べ
き
二
つ
の
事
案
を

紹
介
す
る
。
ま
ず
、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：420/1928.10.5

］
の
事
案
は
、
妻
が
夫
か
ら
四
度
に
亘
る
暴
行
を
受
け
た
た
め
離
婚
を

請
求
し
た
も
の
で
、
対
す
る
夫
は
暴
行
を
加
え
た
こ
と
は
認
め
た
が
、
そ
れ
は
妻
が
暴
言
を
吐
い
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
妻
へ
の
暴

行
は
深
刻
な
傷
で
は
な
く
離
婚
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
反
論
し
た
案
件
で
あ
る
。
ペ
ッ
チ
ャ
ブ
リ
ー
裁
判
所
は
、
夫
か
ら
妻

に
加
え
ら
れ
た
暴
行
が
深
刻
な
傷
で
は
な
く
離
婚
に
至
る
程
の
事
由
で
は
な
い
と
し
た
が
、控
訴
審
で
は
事
案
を
よ
り
詳
細
に
調
査
、

夫
が
妾
と
同
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
夫
が
妻
を
三
回
殴
打
し
た
も
の
の
一
旦
は
夫
婦
関
係
が
修
復
、
し
か
し
そ
の
後
に
夫
が
妻

に
痣
を
作
る
程
の
暴
行
を
加
え
、
妻
に
対
し
殺
害
を
仄
め
か
す
脅
迫
を
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
両
者
が
同
居
し
て
生
活
を

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
離
婚
の
請
求
を
認
め
た
。
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
は
、
夫
が
妻
を
適
当
に
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に

何
度
も
暴
行
を
加
え
て
い
る
こ
と
を
重
く
見
た
上
で
、
妻
側
の
離
婚
請
求
を
認
め
た
。

［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：344/1936.7.30

］
も
、
妾
を
有
し
て
い
る
夫
に
対
し
妻
が
離
婚
の
請
求
を
訴
え
出
た
事
案
で
あ
る
。
妻
側

の
主
張
は
、
夫
と
公
式
に
夫
婦
と
な
っ
て
お
り
、
夫
は
将
来
的
に
他
の
妻
を
娶
ら
ず
現
在
の
妾
と
別
れ
る
こ
と
を
妻
に
約
束
し
た
が
、
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夫
は
そ
の
約
束
を
破
り
、
従
来
通
り
妾
と
共
に
住
み
妻
を
適
正
に
扱
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
対
す
る
夫
は
妻
と
約

束
を
交
わ
し
た
こ
と
は
認
め
た
が
、
妾
と
は
も
は
や
関
係
を
有
し
て
お
ら
ず
、
妻
を
適
正
に
扱
っ
て
い
な
い
云
云
と
い
う
の
は
、
妻

の
行
為
が
悪
か
っ
た
た
め
に
折
檻
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
反
論
し
た
。
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
は
、
夫
に
よ
る
約
束
は
法
的
に
効
力
が
あ

る
の
か
、
夫
が
妾
と
別
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
的
効
力
は
無
い
の
か
、
約
束
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
等
の
諸
点
を
勘
案
し
、

夫
が
妻
に
対
し
て
行
っ
た
約
束
は
有
効
で
あ
り
、
夫
が
依
然
と
し
て
妾
の
元
を
訪
れ
続
け
て
い
た
こ
と
か
ら
妻
の
離
婚
請
求
を
認
容

し
た
。

両
案
件
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
妾
と
関
係
を
有
し
て
い
る
夫
に
対
し
妻
の
離
婚
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
妾
と
関
係

し
て
い
る
事
実
の
み
で
は
離
婚
事
由
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
、
夫
の
妻
に
対
す
る
処
遇
を
原
因
と
し
て
妻

側
か
ら
の
離
婚
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

こ
こ
で
妻
か
ら
の
離
婚
請
求
が
認
め
ら
れ
る
判
断
基
準
を
見
る
た
め
に
、
別
の
案
件
を
示
し
て
み
た
い
。［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：

240/1921.8.2

］
は
妻
が
離
婚
を
訴
え
出
た
事
例
で
あ
る
。
妻
側
は
夫
が
結
婚
後
二
か
月
で
妻
に
暴
行
を
加
え
、
実
家
へ
帰
省
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
制
的
に
連
れ
去
っ
た
と
主
張
、
対
す
る
夫
側
は
病
気
の
療
養
の
た
め
に
帰
省
し
て
い
た
が
、
回
復
後
に
妻

を
自
宅
へ
招
い
た
と
こ
ろ
こ
れ
を
拒
否
し
自
分
を
罵
倒
し
た
た
め
、
妻
の
背
中
を
剣
の
平
ら
な
部
分
で
三
度
程
殴
打
し
た
が
深
刻
な

傷
を
与
え
た
も
の
で
は
な
い
と
反
論
し
た
。
チ
ャ
ン
グ
ワ
ッ
ド
の
第
一
審
は
、
当
該
行
為
は
離
婚
に
至
る
程
の
事
由
で
は
な
い
こ
と

を
理
由
に
妻
の
離
婚
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。
控
訴
審
で
は
、
夫
は
妻
が
姦
通
行
為
に
及
ん
で
い
る
と
の
虚
偽
の
事
実
に
基
づ
き
妻

を
批
難
し
て
い
る
こ
と
は
重
大
な
侮
辱
に
該
当
す
る
こ
と
、
ま
た
夫
が
妻
に
剣
を
用
い
て
殴
打
し
た
こ
と
は
不
道
徳
で
あ
る
こ
と
、

を
考
慮
し
重
大
な
離
婚
事
由
に
な
る
も
の
と
判
断
し
た
。し
か
し
、デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
は
夫
が
妻
に
対
し
剣
で
殴
打
し
て
青
地
を
作
っ

た
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
法
律
上
離
婚
を
認
め
る
程
の
重
大
な
事
由
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
妻
側
の
訴
え
を
離
婚
成
立
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事
由
と
し
て
承
認
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、妻
の
離
婚
請
求
が
認
め
ら
れ
る
基
準
に
つ
い
て
事
例
を
比
較
し
て
見
る
な
ら
ば
、当
初
は
暴
力
を
伴
う
行
為
で
あ
っ

て
も
離
婚
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
た
が
、
次
第
に
夫
の
暴
行
行
為
を
離
婚
事
由
と
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
妻
か
ら
の
離
婚
請
求
を
柔
軟
に
判
断
し
認
容
し
て
い
る
過
程
は
次
の
判
決
か
ら
も
確
認
で
き
る
。［
デ
ィ

カ
ー
裁
判
所
：350/1931.10.2

］
は
、
夫
が
猥
褻
目
的
で
拉
致
し
た
女
性
と
結
婚
し
た
事
案
で
妻
が
夫
に
対
し
て
離
婚
を
請
求
し

た
も
の
で
あ
る
。
下
級
審
で
は
夫
が
妻
を
適
正
に
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
証
拠
が
無
い
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
離
婚
請
求
の
訴
え
を

認
め
な
か
っ
た
が
、
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
で
は
夫
が
妻
を
拉
致
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
妻
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
こ
と
、
仮
に
今
後
も
夫
婦
生
活
を
続
け
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
妻
は
周
囲
の
恥
晒
し
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
等
の
諸
事
情

を
指
摘
し
、
今
後
夫
婦
と
し
て
生
活
で
き
な
い
程
の
屈
辱
的
な
恥
を
相
手
に
与
え
た
場
合
は
当
事
者
が
離
婚
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
、
下
級
審
判
決
を
覆
し
た
。［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：241/1933.8.14

］
も
夫
婦
の
離
婚
の
事
案
で
あ
る
。
事
実
の
概
要

は
、
夫
が
妻
に
対
し
残
酷
な
扱
い
を
し
て
い
る
こ
と
、
例
え
ば
妻
を
家
か
ら
放
り
出
し
、
妻
の
殺
害
を
仄
め
か
し
、
扶
養
す
る
意
思

も
最
早
無
い
こ
と
を
告
げ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
審
で
は
離
婚
を
認
め
る
程
の
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
妻
の
訴
え
を

認
め
な
か
っ
た
が
、
控
訴
審
及
び
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
は
夫
が
妻
を
扶
養
す
る
た
め
の
意
思
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と

し
て
、
当
該
事
由
は
離
婚
を
認
め
る
に
足
る
も
の
と
判
示
し
た
。
こ
う
し
た
夫
の
行
為
を
理
由
に
妻
が
離
婚
を
請
求
し
た
事
案
と
し

て
、［
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
：206/1940.7.22

］
が
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
夫
の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
、
妻
が
侮
辱
さ
れ

た
こ
と
に
該
当
す
る
と
認
め
、
妻
は
離
婚
請
求
を
し
得
る
も
の
と
の
判
断
を
示
し
た
。

以
上
、
タ
イ
の
近
代
期
に
お
け
る
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
の
判
決
を
見
て
み
る
と
、
夫
が
複
数
の
女
性
と
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
た
よ
う
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
男
女
の
婚
姻
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
儀
式
の
挙
行
、
或
い
は
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公
的
に
夫
婦
関
係
を
周
囲
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
女
性
が
妻
な
の
か
、
或
い
は
妾
な
の
か
、
と
い

う
判
断
が
求
め
ら
れ
る
事
案
も
あ
り
、
裁
判
所
で
は
夫
婦
の
要
件
を
満
た
す
基
準
に
依
拠
し
て
判
断
し
て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
る
。

家
族
法
施
行
後
は
、
夫
婦
関
係
の
成
立
の
有
無
を
法
律
に
照
ら
し
て
よ
り
厳
格
に
見
て
お
り
、
原
則
と
し
て
婚
姻
の
登
録
が
な
さ
れ

て
い
な
い
限
り
は
法
的
に
夫
婦
と
扱
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
夫
婦
の
離
婚
を
め
ぐ
っ
て
、
夫
の
蓄
妾
行
為
自
体
は
離
婚
事
由
と

は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
妾
を
有
し
て
い
る
夫
の
妻
に
対
す
る
接
し
方
が
適
切
な
も
の
で
は
な
い
と
の
理
由
で
以
っ
て
妻
側

の
離
婚
請
求
を
柔
軟
に
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
過
程
が
示
さ
れ
、近
代
タ
イ
の
妻
や
妾
の
立
場
を
考
察
す
る
上
で
は
意
義
深
い
。

結

タ
イ
に
お
け
る
妾
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
婚
姻
法
の
形
式
と
し
て
伝
統
的
な
固
有
法
に
従
う
の
か
、
そ
れ
と
も
西
洋
諸
国
に
倣
っ
て

一
夫
一
婦
制
を
導
入
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
直
結
し
て
い
た
。
制
定
さ
れ
た
一
九
三
五
年
民
商
法
典
家
族
法
の
法
文
は
、
一
見

す
る
と
夫
婦
は
互
い
に
一
人
の
配
偶
者
し
か
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
夫
一
婦
制
を
採
用
し
て
い
る
法
典
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
見
る
と
、
当
初
は
婚
礼
の
儀
式
を
挙
げ
、
或
い
は
公
に
夫
婦
で
あ
る
こ
と
を

周
知
さ
せ
て
い
る
場
合
に
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
も
の
と
判
断
し
て
い
た
が
、
家
族
法
の
施
行
に
伴
い
、
婚
姻
の
登
録
を
し
て
い

る
場
合
に
の
み
夫
婦
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
法
文
で
定
め
て
い
る
登
録
制
の
要
件
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

但
し
、
必
ず
し
も
厳
格
な
一
夫
一
婦
制
が
採
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
無
い
。
一
つ
に
は
、
重
婚
の
禁
止
が
離
婚
事
由
と
し
て
規
定
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
仮
に
、
重
婚
の
状
態
が
形
成
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
の
宣
告
が
無
い
限
り
婚

姻
関
係
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
婚
姻
関
係
が
曖
昧
と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
離
婚
事
由
の
規
定



東洋文化研究 17 号　　76

を
見
る
と
、
妻
の
姦
通
は
夫
の
離
婚
事
由
と
な
る
が
、
反
対
に
夫
の
姦
通
行
為
は
妻
の
離
婚
事
由
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

夫
の
蓄
妾
行
為
を
容
認
し
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
裁
判
例
で
登
場
す
る
妻
と
妾
と
の
関
係
を
見
て
も
、
夫
が
妾
を
有
し
て
い
る

際
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
妻
側
の
離
婚
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
事
例
が
あ
り
、
次
第
に
妻
側
の
離
婚
事
由
を
よ
り
寛
容
に
判
断
す

る
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
妾
を
有
す
る
こ
と
の
み
で
は
離
婚
が
成
立
す
る
要
因
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
刑
法
典

で
も
、
姦
通
罪
や
重
婚
罪
の
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
重
婚
罪
が
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
近
代
期
に
タ
イ
の
社
会
で

は
未
だ
に
重
婚
罪
の
処
罰
規
定
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
婚
姻
関
係
を

複
数
有
し
て
い
た
場
合
、
公
務
員
に
対
す
る
虚
偽
申
告
の
罪
に
問
わ
れ
得
る
が
、
正
式
な
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
な
い
場
合
に
は
処

罰
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
た
め
に
、
妾
を
有
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
要
因
と
も
な
っ
た
。
即
ち
、
妾
を
娶
っ
た
夫
に
対
し
て
は
刑

法
上
処
罰
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
タ
イ
の
近
代
立
法
過
程
で
は
一
夫
一
婦
制
を
原
則
と
し
た
法
典
を
整
備
し
な
が
ら
も
、
依
然
と
し
て
妾
を
有
す
る

こ
と
を
暗
に
容
認
す
る
法
制
度
が
事
実
上
形
成
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
種
の
一
夫
一
婦
容
妾
制
と
も
言
え
る
体
制
が
採
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

本
稿
で
は
、法
文
及
び
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
の
判
決
を
中
心
に
タ
イ
に
お
け
る
妾
を
め
ぐ
る
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
。
そ
の
一
方
で
、

メ
デ
ィ
ア
内
で
も
、
一
夫
一
婦
制
や
妾
に
関
連
し
て
重
要
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
妾
に
関
連
す
る
当
時
の

社
会
に
お
け
る
動
向
や
議
論
の
行
方
に
つ
い
て
は
考
察
し
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
妾
自
身
の
法
的
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
た
め
、
妾

の
子
ど
も
を
取
り
巻
く
法
的
状
況
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
は
、
別
稿
に
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と

と
し
た
い
。
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註（
１
）例
え
ば
、三
印
法
典
夫
婦
法
の
第
三
二
条
に
は
、「
戦
闘
に
行
き
、

女
性
の
捕
虜
を
獲
得
し
た
者
は
、
こ
れ
を
主
妻
（
妻
）／
側
妻

（
妾
）／
奴
隷
妻
と
し
て
扶
養
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
女
性

と
姦
通
を
し
た
男
性
は
有
罪
と
な
る
。
勅
令
に
よ
り
罰
金
を
科

さ
れ
る
。」
と
、
規
定
さ
れ
て
い
た
。

 

　

夫
が
妻
と
な
る
女
性
の
親
か
ら
許
諾
を
受
け
、
正
式
な
婚

礼
を
行
っ
た
際
に
は
「
主
妻
」
と
な
り
、
夫
が
相
手
側
の
親

の
許
諾
を
得
ず
、
ま
た
婚
礼
を
経
な
け
れ
ば
「
側
妻
」
と
な

る
。
家
族
法
の
編
纂
作
業
が
本
格
化
す
る
以
前
に
は
、
妻
の

定
義
を
め
ぐ
り
模
索
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
九
一
三
年
に
は

N
ai S

ian
g N

etiban
th

it 

及
びL

u
an

g P
h

isalaisan
 

は
夫

婦
の
婚
姻
関
係
の
基
準
と
し
て
、
男
女
の
性
的
関
係
と
共
に
公

開
の
儀
式
を
要
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。T

am
ara L

oos, 

S
u

bject S
iam

: F
am

ily, L
aw

, an
d

 C
olon

ial M
od

ern
ity 

in
 T

h
ailan

d
, C

orn
ell U

n
iversity P

ress, 2006, Ith
aca, 

pp.137-140.

（
２
）
先
行
研
究
と
し
て
は
、
家
族
法
史
の
領
域
か
ら
見
た
も
の
に
、

前
掲
（
註
1
）T

am
ara L

oos, S
u

bject S
iam

：F
am

ily, 

L
aw

, an
d

 C
olon

ial M
od

ern
ity in

 T
h

ailan
d

が
、
社
会

史
や
女
性
史
の
観
点
か
ら
分
析
を
試
み
た
も
の
に
、S

u
w

adee 

T
. P

atan
a, “P

olygam
y or M

on
ogam

y: T
h

e D
ebate 

on
 G

en
der R

elation
s in

 T
h

ai S
ociety, 1913-1935” in

 

IA
H

A
 13th

 C
on

feren
ce, S

oph
ia U

n
iversity, W

orkin
g 

D
rafts V

ol. V
I , S

eptem
ber 5-9, 1994, T

okyo. 

や
、L

es-

lie A
n

n
 Jeffrey, S

ex an
d

 B
ord

ers: G
en

d
er, N

ation
al 

Id
en

tity, an
d

 P
rostitu

tion
 P

olicy in
 T

h
ailan

d
, U

n
i-

versity of H
aw

ai’i P
ress, 2002, H

on
olu

lu
. 

が
あ
る
。
他

に
、
飯
田
順
三
「
タ
イ
法
の
近
代
化
―
婚
姻
法
を
め
ぐ
っ
て

―
」
湯
浅
道
男
・
小
池
正
行
・
大
塚
滋
編
『
法
人
類
学
の
地
平
』

成
文
堂
、
一
九
九
二
年
、
一
七
九
―
一
八
六
頁
、
及
び
同
「
タ

イ
法
の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
婚
姻
法
の
発
展
」『
法
社
会
学
』

第
四
五
号
、
日
本
社
会
学
会
、
一
九
九
三
年
四
月
、
二
一
五
―

二
一
八
頁
、
が
あ
り
、
西
澤
希
久
男
氏
も
鮎
京
正
訓
編
『
ア
ジ

ア
法
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、

内
の
第
八
章
「
タ
イ
」
に
て
法
史
を
概
説
す
る
中
で
、
一
夫
一

婦
制
に
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
３
）
タ
イ
語
で
は
、
妻
と
妾
と
い
う
言
葉
を
示
す
場
合
に
は
多
く

は“
m

ia”

と
い
う
単
語
が
用
い
ら
れ
る
。
単
に“

m
ia”

と
い

う
場
合
に
は
妻
を
意
味
す
る
が
、
複
数
い
る
場
合
に
は“

m
ia 

lu
an

g”

と“
m

ia n
ooi”

と
使
い
分
け
て
い
る
。
前
者
は
直
訳

す
る
と
「
主
要
な
妻
」
即
ち
妻
を
意
味
し
、
後
者
は
「
地
位
の

低
い
妻
」
つ
ま
り
妾
を
示
す
単
語
と
な
る
。
こ
の
区
分
に
つ
い

て
は
、
近
代
期
に
出
版
さ
れ
た
タ
イ
語
の
辞
書
で
も
記
さ
れ
て

い
る
。E

.B
. M

ichell, A
 S

iam
ese-E

n
glish

 D
iction

ary: 

F
or th

e u
se of stu

d
en

ts in
 b

oth
 la

n
gu

a
ges, 1892, 
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B
an

gkok, p.198.; B
.O

. C
artw

righ
t, P

otcan
aan

u
krom

 

T
h

a
i A

n
gkrit : A

 S
ia

m
ese-E

n
glish

 D
iction

a
ry , T

h
e 

A
m

erican
 P

resby. M
ission

 P
ress, 1907, B

an
gk

ok
, 

p.477.

 

　

但
し
、
妻
と
妾
で
は
そ
の
法
的
立
場
が
異
な
っ
て
い
た
こ

と
は
法
文
や
判
決
例
を
見
る
限
り
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、

一
九
三
五
年
民
商
法
典
第
一
六
三
六
条
は
、
民
商
法
典
が
施
行

さ
れ
る
前
に
既
に
関
係
を
有
し
て
い
た
妻
や
妾
が
複
数
い
る
場

合
の
相
続
分
を
定
め
て
い
る
が
、
妾
の
相
続
分
は
妻
の
相
続
分

の
二
分
の
一
と
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
妻
或
い
は
妾
の
借
金
を
め
ぐ
る
夫
の
法
的
責
任
を
問

う
裁
判
事
例
で
も
、
妻
と
妾
と
の
法
的
区
別
を
明
確
に
し
て
い

る
。

（
４
）A

du
l W

ich
ien

ch
aroen

 an
d L

u
an

g C
h

am
roon

 N
e-

tisastra, “S
om

e M
ain

 F
eatu

res of M
odern

ization
 of 

A
n

cien
t F

am
ily L

aw
 in

 T
h

ailan
d”, in

 D
avid C

. B
u

x-

bau
m

 (ed.), F
am

ily L
aw

 an
d

 C
u

stom
ary L

aw
 in

 A
sia: 

A
 C

on
tem

porary L
egal P

erspective, M
artin

u
s N

ijh
off, 

1968, T
h

e H
agu

e, pp. 89-106. 

内
に
覚
書
の
内
容
が
転
載

さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
国
王
自
身
は
一
夫
多
妻
婚
が
文
明
国
と
し
て
相
応
し
い
制
度

で
は
無
い
こ
と
に
理
解
を
示
し
て
い
た
が
、
婚
姻
法
規
は
実
社

会
を
反
映
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
夫
多
妻
制
が
未
だ
に

存
在
し
て
い
る
以
上
は
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
の
認
識

に
あ
っ
た
。W

alter F
. V

ella, C
h

aiyo! K
in

g V
ajiravu

d
h

 

an
d

 th
e D

evelopm
en

t of T
h

ai N
ation

alism
, U

iversity 

P
ress of H

aw
aii, 1978, H

on
olu

lu
, pp.155-157.

（
６
）
王
子
は
、
既
に
一
八
九
一
年
に
一
夫
多
妻
制
は
社
会
に
害
悪

を
齎
し
か
ね
な
い
こ
と
を
国
王
に
進
言
し
て
い
た
。“

T
h

e L
ate 

P
rin

ce S
vasti, H

is L
ife in

 T
h

ree R
eign

s”, T
h

e B
an

g-

kok T
im

es, 1935.12.12.

（
７
）
前
掲
（
註
4
）A

dul W
ichiencharoen and L

uang C
ham

-

roon N
etisastra, “S

om
e M

ain
 F

eatu
res of M

odern
iza-

tion
 of A

n
cien

t F
am

ily L
aw

 in
 T

h
ailan

d”, p.97.

（
８
）
三
木
栄
「
暹
羅
の
法
典
編
纂
と
政
尾
博
士
」『
台
湾
時
報
』

昭
和
一
〇
年
一
月
号
、
台
湾
総
督
府
台
湾
時
報
発
行
所
、

一
九
三
五
年
一
月
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
９
）
同
右
、
一
〇
〇
頁
。

（
10
）“T

h
e L

aw
 of H

u
sban

d an
d W

ife, A
m

en
dm

en
t A

ct 

G
azetted”, T

h
e B

an
gkok T

im
es, 1931.2.24.

（
11
）“L

aw
 of H

u
sban

d an
d W

ife”, T
h

e B
an

gkok T
im

es, 

1931.11.23.
（
12
）T

he B
angkok T

im
es

紙
の
記
事
に
よ
る
と
、
夫
が
登
録
で

き
る
妻
の
人
数
に
関
す
る
議
論
は
一
旦
先
送
り
と
な
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。“T

h
e A

ssem
bly, S

om
e D

raft A
cts”, 

T
h

e B
an

gkok T
im

es, 1933.10.7.
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（
13
）“T

h
e A

ssem
bly, T

h
e W

ife A
gain

”, T
h

e B
an

gk
ok 

T
im

es, 1934.1.23. “M
arriage”, T

h
e B

an
gk

ok
 T

im
es, 

1935.12.14.

（
14
）
こ
の
点
に
基
づ
き
、
蓄
妾
制
か
ら
一
夫
一
婦
制
へ
と
転
換
し

た
と
見
て
い
る
も
の
も
あ
る
。「
新
戸
籍
法
及
共
産
主
義
法
改
正

法
」『
南
支
那
及
南
洋
情
報
』
第
五
年
第
二
一
号
、
台
湾
総
督
官

房
調
査
課
、
一
九
三
五
年
一
一
月
、
一
九
頁
。

（
15
）P

h
raya S

arikaph
on

gth
am

ph
ilat M

an
u

u
ph

aatyu
kti-

saph
aapdii, K

h
am

ban
yaai K

otm
aai K

h
ropkh

ru
a

［
講

述　

家
族
法
］, K

h
u

ru
saph

aa, 1967, B
an

gkok, p.85.

（
16
）S

an
ya D

h
arm

asak
ti, A

 W
orkin

g P
aper for U

n
ited

 

N
ation

s S
em

in
ar on

 T
h

e S
tatu

s of W
om

en
 in

 F
am

ily 

L
aw

, M
ay 8-21, 1962, T

okyo Japan
, pp.17-18.

（
17
）
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
図
書
室
所
蔵
の
、K

otm
aai 

P
h

en
g le P

h
aan

it w
aad

u
ai K

h
ropkh

ru
a

［
民
商
法
典
家

族
法
に
つ
い
て
］（
著
者
、
出
版
社
、
出
版
年
不
明
）p.78.

の

記
述
に
よ
る
。

（
18
）
前
掲
（
註
15
）P

h
raya S

arikaph
on

gth
am

ph
ilat M

an
-

u
u

p
h

aatyu
k

tisap
h

aap
d

ii, K
h

a
m

b
a

n
ya

a
i K

otm
a

a
i 

K
h

ropkh
ru

a

［
講
述　

家
族
法
］, pp.87-88.

（
19
）
前
掲
（
註
16
）S

an
ya D

h
arm

asakti, A
 W

orkin
g P

aper 

for U
n

ited
 N

ation
s S

em
in

ar on
 T

h
e S

tatu
s of W

om
en

 

in
 F

am
ily L

aw
, pp.18-19.

（
20
）A

du
l W

ich
ien

ch
aroen

, “T
h

e M
arriage an

d D
ivorce 

L
aw

s of T
h

ailan
d”, in

 K
ojiro M

iyazaki (ed.), A
 C

om
-

parison
 of L

aw
s R

elatin
g to M

arriage an
d

 D
ivorce V

 

S
ou

th
-E

ast A
sia (1) , K

eiso-S
h

obo, 1965, T
ok

yo, pp. 

515-516, 529.

（
21
）W

im
olsiri Jam

n
arn

w
ej, A

 W
orkin

g P
aper for T

h
e 

X
V

I C
on

ven
tion

 of T
h

e In
tern

a
tion

a
l F

ed
era

tion
 of 

W
om

en
 L

a
w

yers on
 T

h
e S

ta
tu

s of W
om

en
 in

 C
ivil 

L
aw

, N
ovem

ber 14-23, 1971, S
an

tiago C
h

ile, pp.38-

40.

（
22
）V

irad
a S

om
sw

asd
i, K

otm
a

a
i K

h
rop

kh
ru

a
 (p

h
im

 

kh
ran

g th
ii soon

g)

［
家
族
法
［
第
二
版
］］, K

obfai, 2003, 

B
an

gkok, pp.170-174.

（
23
）P

h
airot K

am
ph

u
siri, K

h
am

ath
ibaai P

ram
u

an
 K

ot-

m
aai P

h
en

g le P
h

aan
it bap h

aa K
h

ropkh
ru

a (ch
abap 

ph
im

 kh
ran

g th
ii cet keekh

ai ph
eem

teem
)

［
概
説　

民

商
法
典
第
五
編
家
族
［
第
七
版
増
補
］］, T

h
am

m
asat U

n
i-

versity P
ress, 2010, B

an
gkok, pp.201-203.

（
24
）
ア
ジ
ア
法
史
と
い
う
観
点
か
ら
中
国
で
の
状
況
を
見
る
な
ら

ば
、
中
国
で
は
、
夫
と
妾
と
は
婚
姻
関
係
に
無
く
、
法
律
上
重

婚
と
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
夫
の
納
妾
行
為
は
重
婚
に
等
し

い
も
の
と
認
識
さ
れ
、
重
婚
罪
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
議
論

が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
代
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中
国
に
お
け
る
妾
の
法
的
諸
問
題
を
め
ぐ
る
考
察
」『
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
』
第
一
六
六
册
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、

二
〇
一
四
年
一
二
月
、一
八
四
（
一
〇
一
）
―
一
三
六
（
一
四
九
）

頁
、
に
て
検
討
し
て
い
る
。

（
25
）
政
尾
藤
吉
「
暹
羅
国
刑
法
草
案
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第

二
五
巻
第
五
号
、
法
学
協
会
、
一
九
〇
七
年
五
月
、
七
三
五
―

七
三
六
頁
。

（
26
）
当
該
修
正
草
案
は
、R

evised
 D

raft of th
e P

roposed
 P

e-

n
al C

od
e for T

h
e K

in
gd

om
 of S

iam
, A

pril, R
. S

. 126.

と
し
て
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
法
学
部
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）「
各
国
刑
法
関
係
雑
件
」（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
：
第
四

門
―
第
一
類
―
第
一
項
―
第
三
五
号
）。

（
28
）G

eorges P
ad

ou
x, R

ep
ort on

 th
e P

rop
osed

 P
en

a
l 

C
od

e for T
h

e K
in

gd
om

 of S
ia

m
, S

u
bm

itted
 to H

is 

R
oyal H

igh
n

ess P
rin

ce R
ajbu

ri D
ireckrit M

in
ister of 

J
u

stice (A
u

gu
st 1906.)  : R

eprin
ted in

 M
. B

. H
ook

er 

(ed.), L
aw

s of S
ou

th
-E

ast A
sia, vol. 2, E

u
ropean

 L
aw

s 

in
 S

ou
th

-E
ast A

sia, B
u

tterw
orth

 an
d co., 1988, S

in
-

gapore, pp. 580-584.; T
okich

i M
asao, “T

h
e N

ew
 P

en
al 

C
ode of S

iam
” in

 T
h

e J
ou

rn
al of th

e S
iam

 S
ociety, 

V
ol. 5, P

art. 2, S
eptem

ber 1908, B
an

gkok, pp. 1-14.; 

T
okich

i M
asao, “T

h
e N

ew
 P

en
al C

ode of S
iam

” in
 T

h
e 

Y
a

le L
a

w
 J

ou
rn

a
l, V

ol. 18, N
o. 2, D

ecem
ber 1908, 

N
ew

 H
aven

, pp. 85-100.

（
29
）
当
時
参
照
さ
れ
た
諸
外
国
の
法
典
を
見
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
・

ベ
ル
ギ
ー
・
イ
タ
リ
ア
・
エ
ジ
プ
ト
の
各
刑
法
典
に
は
、
姦
通

の
罪
を
犯
し
た
婦
人
に
対
す
る
処
罰
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

日
本
で
は
刑
法
草
案
よ
り
一
貫
し
て
「
有
夫
ノ
婦
」
を
処
罰
す

る
姦
通
罪
の
規
定
を
設
け
て
い
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
・
ハ
ン
ガ
リ
ー

刑
法
で
は
、
夫
婦
共
に
姦
通
を
理
由
と
し
て
平
等
に
処
罰
さ
れ

る
規
定
を
有
し
て
い
た
。

（
30
）S

w
aen

g B
oon

ch
alerm

w
ipas, P

raw
attisaat K

otm
aai 

T
h

ai (ph
im

 kh
ran

g th
ii sip)

［
タ
イ
法
制
史
［
第
一
〇
版
］］, 

W
inyuchon, 2011, B

an
gkok, pp.256-257.

（
31
）
政
尾
藤
吉
「
暹
羅
の
新
刑
法
に
就
て
」『
法
学
協
会
雑
誌
』

第
二
五
巻
第
一
一
号
、
法
学
協
会
、
一
九
〇
七
年
一
一
月
、

一
六
四
五
頁
。

（
32
）
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
と
は
最
高
裁
判
所
で
あ
る
。
一
般
的
に
タ

イ
の
判
決
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
先
例
を
重
視
す
る
が
絶

対
的
な
拘
束
性
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
、
と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
安
田
信
之
『
東
南
ア
ジ
ア
法
』
日
本
評
論
社
、二
〇
〇
〇
年
、

二
四
二
頁
。

 
　

尚
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
デ
ィ
カ
ー
裁
判
所
の
判

決
要
旨
が
下
級
審
の
判
決
と
併
せ
て
詳
細
に
載
せ
ら
れ
て
い
る

英
字
新
聞T

he B
angkok T

im
es

紙
を
用
い
、
調
査
を
行
っ
た
。

（
33
）
結
婚
に
際
し
て
、
夫
と
な
る
男
性
が
妻
と
な
る
女
性
に
支
払



81　　法文及びディカー裁判所の判決から見た近代タイにおける妾の法的諸問題をめぐる考察　　西田

う
の
が“

K
hongm

an”

で
、
妻
と
な
る
女
性
の
保
護
者
に
婚
約

時
に
支
払
う
の
が“

S
insod”

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
一
九
三
五
年
民
商
法
典
第
一
四
三
六
条
に
規
定
さ
れ
た
。

“
K

hongm
an”

は
結
婚
後
に
は
女
性
の
所
有
と
な
り
、
婚
姻
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
際
に
は
男
性
側
の“

S
insod”

の
返
還
請
求

が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
離
婚
の
事
例
で
は
婚
姻
関
係
の
有

効
性
を
争
う
と
同
時
に
、
し
ば
し
ば
金
銭
の
返
還
請
求
が
見
ら

れ
る
。

（
34
）
本
事
例
に
つ
い
て
は
、
海
外
か
ら
も
関
心
を
持
た
れ
て
い
る

旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。T

h
e B

an
gkok T

im
es, 1939.4.1.

（
35
）“T

h
e D

ivorce C
ase”, T

h
e B

an
gkok T

im
es, 1923.9.26, 

1923.10.4.




