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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
改
正
民
法
は
、

家
族
制
度
の
全
面
的
な
廃
止
を
主
張
す
る

個
人
主
義
的
な
民
法
学
者
や
社
会
運
動
家

な
ど
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
き
た
。
と

く
に
夫
婦
別
姓
論
者
は
訴
訟
を
繰
り
返
し

て
い
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
十
二
月
（
平
成

二
七
年
）
に
、
最
高
裁
で
合
憲
か
違
憲
か

の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
た
ぶ
ん
現
状
で
は
大
丈
夫
だ
と
見
ら

れ
て
い
る
が
、
下
手
を
す
れ
ば
家
族
の
分

解
・
崩
壊
を
誘
導
す
る
よ
う
な
こ
と
が
起

こ
か
ね
な
い
。
牧
野
博
士
は
そ
れ
を
心
配

し
て
、
夫
婦
は
夫
か
妻
が
合
意
の
上
で
一

つ
の
氏
を
称
す
る
と
い
う
こ
と
を
民
法
に

決
め
た
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
八
九
七
条

に
「
系
譜
・
祭
具
（
神
棚
・
仏
壇
な
ど
）

及
び
墳
墓
の
所
有
権
は
・
・
・
慣
習
に
従

っ
て
祖
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
も
の
が

継
承
す
る
」
と
定
め
て
あ
る
。
例
え
ば
夫

婦
の
ど
ち
ら
か
が
亡
く
な
る
と
、
民
法
の

相
続
法
よ
っ
て
、
配
偶
者
が
二
分
の
一
、

子
ど
も
た
ち
が
残
り
の
二
分
の
一
を
均
分

相
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
が
家
の
系
譜
・
祭
具
及
び
墳
墓
を

継
承
す
る
時
に
均
分
相
続
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
を
割
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
神
棚
で
あ
れ
仏
壇
で
あ
れ
、
お
墓

で
あ
れ
、
こ
れ
は
そ
の
家
の
お
祭
り
を
受

け
継
ぐ
も
の
が
一
括
相
続
す
る
こ
と
が
ち

ゃ
ん
と
定
め
ら
れ
て
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
牧
野
博
士
は
、
高
山
で
生

ま
れ
育
っ
て
、
大
事
に
し
て
き
た
価
値
観

を
ベ
ー
ス
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
を
接

ぎ
木
を
さ
れ
、
新
し
い
刑
法
理
論
・
民
法

思
想
を
打
ち
立
て
ら
れ
た
。 

 

そ
の
点
に
つ
い
て
白
羽
祐
二
氏
は
、「
牧

野
博
士
は
、
山
深
い
飛
騨
高
山
の
出
身

で
・
・
・
幼
少
の
頃
、
そ
こ
で
父
上
か
ら

教
え
こ
ま
れ
た
の
は
〝
君
に
忠
、親
に
孝
、

夫
婦
相
和
し
、
朋
友
相
信
じ
・
・
・
〟
と

い
う
縦
の
系
列
の
思
想
だ
っ
た
・
・
・
飛

騨
高
山
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
き
血
と
な
り

肉
と
な
っ
た
も
の
が
、
彼
の
理
論
形
成
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
・
・
・
」
と
み
て
い
る
。
白
羽
氏
は
、

牧
野
博
士
に
や
や
批
判
的
な
学
者
で
あ
る

が
、
人
間
の
学
問
的
な
思
想
信
条
も
、
そ

の
生
ま
れ
育
っ
た
時
に
由
来
す
る
と
い
う

こ
と
を
き
ち
ん
と
指
摘
し
て
い
る
。 

こ
の
牧
野
博
士
が
、
そ
の
上
に
ど
ん
な

影
響
を
受
け
た
か
と
言
う
と
、
「
牧
野
先

生
の
時
代
先
取
精
神
は
・
・
・
恩
師
・
穂

積
陳
重
に
由
来
す
る
。
・
・
・
」
と
い
う
。

そ
の
穂
積
先
生
は
、
明
治
三
十
四
年
（
一

九
〇
一
）
『
祖
先
祭
祀
と
日
本
法
律
』
の

な
か
で 

「
天
照
大
神
を
以
て
全
国
民
の
先
祖
と
な

す
・
・
・
我
等
日
本
国
民
は
一
大
家
族
を

形
成
す
る
も
の
に
し
て
、
皇
室
は
実
に
そ

の
宗
室
（
本
家
）
た
り
、
臣
民
は
す
べ
て

分
家
た
る
の
関
係
に
あ
る
・
・
」
と
述
べ

て
い
る
。
そ
の
弟
子
で
あ
る
牧
野
博
士
も

「
学
生
時
代
に
伝
授
さ
れ
た
穂
積
陳
重
の

〝
現
人
神
〟
天
皇
制
法
思
想
を
、
そ
の
後

も
・
・
強
固
に
堅
持
し
つ
づ
け
た
・
・
・
。
」

と
白
羽
は
み
て
い
る
。 

さ
ら
に
「
牧
野
法
学
の
根
源
的
法
原
理

は
・
・
・
明
治
天
皇
の
『
五
箇
条
の
御
誓

文
』
に
あ
る
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
牧

野
博
士
は
「
五
箇
条
の
御
誓
文
に
基
づ
い

て
憲
法
も
法
律
も
で
き
て
お
り
、
こ
れ
か

ら
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
。 

昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
は
、
一
般

に
「
天
皇
の
人
間
宣
言
」
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
先
ず
冒

頭
に
五
箇
条
の
御
誓
文
が
前
文
引
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
占
領
軍
の
要
求
で
出
さ

れ
た
詔
書
だ
が
、
そ
の
中
で
天
皇
は
自
分

と
国
民
の
関
係
は
「
相
互
の
信
頼
と
敬
愛

に
よ
り
」
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
天
皇
が

神
で
は
な
い
と
宣
言
さ
れ
た
と
言
う
の
は

よ
い
。
し
か
し
、
よ
り
大
事
な
こ
と
は
、

国
の
方
針
は
既
に
明
治
維
新
の
時
に
「
五

箇
条
の
御
誓
文
」
で
決
ま
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
そ
の
全
文
を
元
旦
の
詔
書
に
載
せ

て
く
れ
と
言
わ
れ
て
、
あ
の
長
い
詔
書
の

頭
に
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
の
全
文
を
掲

げ
し
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
戦

後
の
憲
法
も
法
律
も
で
き
て
い
る
、
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
も
、
決
し
て
牽
強
付
会

で
は
な
い
。 

 

さ
ら
に
、
牧
野
博
士
は
「
二
十
世
紀
の

世
界
的
問
題
と
し
て
の
家
族
主
義
」
と
い

う
こ
と
を
戦
前
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
。
十

九
世
紀
に
は
、
そ
れ
ま
で
何
で
も
が
ん
じ

が
ら
め
に
し
て
き
た
社
会
か
ら
個
人
を
解

放
し
よ
う
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
か

ア
メ
リ
カ
革
命
が
起
き
た
。
し
か
し
、
二

十
世
紀
の
今
日
は
、
開
放
し
て
分
解
し
た

も
の
を
、
も
う
一
度
統
合
し
な
い
と
、
社

会
や
世
界
が
う
ま
く
行
か
な
い
と
い
う
こ

と
を
早
く
か
ら
云
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
に

こ
れ
か
ら
や
る
べ
き
こ
と
は
、
家
族
生
活

を
中
心
に
皆
が
信
頼
し
尊
敬
し
合
っ
て
行

く
よ
う
な
、
そ
う
い
う
家
庭
を
核
と
し
て

作
る
こ
と
だ
。
憲
法
第
一
条
に
象
徴
天
皇

が
「
国
民
の
統
合
」
だ
と
書
か
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
憲
法
の
第
二
十
四
条
は
両
性
の

婚
姻
だ
け
で
は
な
く
「
家
族
生
活
の
全
般

に
わ
た
り
広
く
そ
の
適
用
を
見
る
べ
き
も

の
で
あ
る
・
・
・
家
族
生
活
も
亦
そ
の
結

合
の
象
徴
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」

と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
提
案
は
、
残
念
な
が
ら
当

時
、
通
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
憲
法
改

正
を
こ
れ
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
牧
野
博

士
が
云
わ
れ
た
こ
と
を
、
今
後
二
十
一
世

紀
の
課
題
と
し
て
引
き
継
ぐ
べ
き
だ
ろ
う
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と
思
わ
れ
る
。 

 
戦
後
の
民
法
に
何
と
か
残
さ
れ
た
家
族

の
在
り
方
を
個
人
に
分
解
し
よ
う
と
い
う

主
張
は
、
長
ら
く
声
高
に
い
わ
れ
、
そ
の

運
動
は
今
も
根
強
く
続
い
て
い
る
。 

家
庭
は
夫
婦
さ
え
い
れ
ば
よ
い
の
で
は

な
く
、親
子
や
祖
父
母
に
孫
ま
で
含
め
て
、

親
戚
が
う
ま
く
行
く
よ
う
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
を
個
に
還
元
せ
よ
と
、
家
族

と
い
う
集
合
体
で
は
な
く
て
、
ア
ト
ム
と

し
て
パ
ー
ツ
と
せ
よ
と
い
う
の
が
民
法
改

正
論
者
の
本
音
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い

う
案
が
、
民
主
党
政
権
の
と
き
に
出
さ
れ

か
け
て
潰
さ
れ
た
。
し
か
し
、
自
民
党
の

中
に
も
、
そ
れ
を
賛
成
す
る
人
が
あ
り
、

与
野
党
が
組
ん
で
そ
の
方
向
に
向
か
わ
な

い
と
は
限
ら
な
い
。 

 
 

日
本
は
人
類
本
来
の 

 
 

家
族
的
な
人
間
関
係
社
会 

イ
ギ
リ
ス
人
で
日
本
に
い
る
グ
レ
ゴ
リ

ー
・
ク
ラ
ー
ク
さ
ん
は
、
も
う
四
十
年
以

上
前
に
、
『
ユ
ニ
ー
ク
な
日
本
人
』
と
い

う
本
を
出
し
た
。
日
本
人
は
他
の
民
族
と

非
常
に
違
う
け
ど
、
日
本
人
の
在
り
方
こ

そ
が
、
人
類
本
来
の
在
り
方
だ
と
い
う
。 

そ
の
中
に
日
本
人
と
欧
米
人
の
比
較
が

あ
っ
て
、
日
本
人
は
基
本
的
に
家
族
的
な

共
助
社
会
を
作
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
欧
米
で
は
個
人
的
な
契
約
社
会
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
鮮
や

か
な
対
比
だ
が
、
四
十
年
以
上
経
つ
と
、

こ
の
よ
う
な
家
族
的
共
助
社
会
が
日
本
に

あ
る
と
い
え
な
い
。
こ
の
高
山
な
ど
は
、

純
日
本
の
美
風
が
残
っ
て
い
る
に
せ
よ
、

近
年
の
日
本
は
、
ほ
と
ん
ど
個
人
的
な
社

会
契
約
社
会
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
親
子

で
も
、
夫
婦
で
も
契
約
だ
と
言
う
よ
う
に

な
っ
た
。
夫
婦
は
契
約
な
ら
、
条
件
が
あ

わ
な
い
と
思
え
ば
一
方
的
に
解
消
し
て
し

ま
い
、
離
婚
も
生
じ
易
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
夫
婦
と
親
子
は
、
天
皇
と
国
民

の
関
係
と
同
じ
、
信
頼
と
敬
愛
で
成
り
立

っ
て
い
る
。そ
こ
に
は
利
害
打
算
は
な
い
。

そ
う
い
う
古
来
の
在
り
方
を
ど
う
し
た
ら

し
っ
か
り
と
守
っ
て
い
け
る
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 
家
族
を
大
事
に
す
る
こ
と
は
、
民
族
共

同
体
の
国
家
社
会
を
大
事
に
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
さ
い
、
大
切
な
の
は
、

古
典
や
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
皇
后

陛
下
の
平
成
十
年
に
『
子
供
時
代
の
讀
書

の
思
い
出
』と
い
う
講
演
を
し
て
お
ら
れ
、

そ
の
中
で
、
昭
和
二
十
年
の
小
学
校
五
年

生
の
時
、
お
父
さ
ん
が
疎
開
先
に
も
っ
て

来
ら
れ
た
神
話
伝
説
の
本
を
読
ん
で
、「
私

に
個
々
の
家
族
以
外
に
も
、
民
族
の
共
通

の
祖
先
が
あ
る
こ
と
を
教
え
た
と
い
う
意

味
で
、
私
に
一
つ
の
根
っ
こ
の
よ
う
な
も

の
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
て

い
る
。 

日
本
人
は
家
族
を
大
事
に
す
る
。
家
族

の
寄
り
集
ま
り
は
日
本
と
い
う
大
家
族
に

な
る
。
日
本
人
は
神
様
か
ら
生
ま
れ
た
子

孫
で
あ
る
。
従
っ
て
み
ん
な
生
命
が
つ
な

が
っ
て
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
身
分

と
か
男
女
と
か
と
い
う
差
別
は
な
い
。皆
、

神
様
の
子
孫
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、自
分
の
家
に
先
祖
が
あ
る
よ
う
に
、

国
全
体
に
先
祖
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
一
人
一
人
で
生
き
て
行
く

自
助
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
や
自
治
体
は
公
助
の
制
度
設
備
を
整
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
中
間
に
、
家
族
は
家
族
と
し
て
助
け

合
い
、
地
域
は
地
域
で
皆
助
け
合
っ
て
い

く
。
そ
う
い
う
互
助
・
共
助
を
当
然
の
よ

う
に
行
い
う
る
生
き
方
を
も
う
一
度
し
っ

か
り
と
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
こ

れ
か
ら
益
々
少
子
高
齢
化
の
進
む
日
本
に

お
い
て
大
事
な
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。 

そ
の
際
、
牧
野
博
士
が
も
う
数
十
年
以

上
前
に
打
ち
立
て
ら
れ
、
そ
れ
を
戦
後
の

憲
法
や
民
法
の
中
盛
り
込
み
基
本
的
な
考

え
を
し
っ
か
り
思
い
起
こ
し
、
こ
れ
か
ら

三
十
年
・
五
十
年
先
ま
で
通
用
す
る
在
り

方
を
、着
実
に
作
っ
て
行
く
必
要
が
あ
る
。 

（
文
責
編
集
部
） 


