
「家
族
解
体
」
と

「長
呪
社
会
」
の
到
来

うF静
」IZ又

辺

不」

_準 ▲

フヽ

日
本
の
憲
法
学
の
歪
み

た
日
本
型
家
族
国
家
観
の
基
層
と
し
て
の

「家
」
を
否
定

し
、
「両
性
の
本
質
的
平
等
」
と

「個
人
の
尊
厳
」
と
い
う

憲
法
価
値
を
、
公
序
と
し
て
私
法
上
の
家
族
関
係
に
課
す
も

の
だ
っ
た
。
（中
略
）
「個
人
の
尊
厳
」
を
家
族
秩
序
内
に
ま

で
及
ぼ
そ
う
と
す
る
点
で
、
日
本
国
憲
法
２４
条
は
き
わ
立
っ

て
い
る
〉

〈家
族
の
問
題
に
つ
い
て

「個
人
の
尊
厳
」
を

つ
き
つ
め

て
ゆ
く
と
、
憲
法
２４
条
は
、
家
長
個
人
主
義
の
う
え
に
成
立

し
て
い
た
近
代
家
族
に
と
っ
て
、
―
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
家

族
保
護
条
項
と
は
正
反
対
に
―
家
族
解
体
の
論
理
を
合
意
し

た
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
〉

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
二
〇
世
紀
で
最
も
民
主
的
な
も
の
と

日
本
国
憲
法
の
第
二
四
条
は
婚
姻
に
関
わ
る
条
文
で
あ

る
。
そ
の
第

一
項
を
改
め
て
記
す
な
ら
ば
、
「婚
姻
は
、
両

性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を

有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
で
あ
る
。

西
修
教
授
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
樋
口
陽

一

教
授
の
著
作

『国
法
学

人
権
原
論

〔補
訂
〕
』
に
お
い
て
こ

の
条
文
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
み

た
。
樋
口
教
授
の
指
摘
は
こ
う
で
あ
る
。

〈
日
本
国
憲
法
２４
条
は
、
前
近
代
性
を
色
濃
く
帯
び
て
い
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さ
れ
、
日
本
国
憲
法
第
二
四
条
の
原
案
作
成
に
影
響
を
与
え

た
と
い
わ
れ
る
。
樋
口
教
授
は
、
第
二
四
条
は
こ
の
憲
法
の

家
族
保
護
と
は
正
反
対
に

「家
族
解
体
の
論
理
」
を
意
味
す

る
と
い
う
。
日
本
の
憲
法
学
で
は
宮
沢
俊
義
教
授
以
来
、
戦

後
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
が
そ
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
知

ら
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
ま
で
か
と
驚
嘆
を
禁
じ
得

な
い
。

西
教
授
は

一
〇
三
ヵ
国
の
憲
法
条
項
を
精
細
に
比
較
し
、

八
七
ヵ
国
の
憲
法
に
お
い
て
家
族
は

「社
会
の
自
然
的
か
つ

基
礎
的
単
位
で
あ
る
こ
と
」
「国
家

。
社
会
の
保
護
を
受
け

る
こ
と
」
が
ほ
ぼ
共
通
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
証
し

て
い
る

（『
世
界
の
憲
法
を
知
ろ
う
―
憲
法
改
正

へ
の
道
し

る
べ
』
）
。

確
か
に
第
二
四
条
は
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等

を
う
た
う
の
み
、
家
族
が
国
家

・
社
会
と
ど
の
よ
う
な
関
わ

り
を
も
つ
か
、
も

つ
べ
き
か
は
何
も
語

っ
て
は
い
な
い
。
果

た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
、
と
い
う
の
が
西
教
授
の
問
題
提

起
で
あ
る
。

現
実
を
み
つ
め
よ

こ
こ
で
憲
法
論
か
ら
離
れ
て
日
本
の
現
実
を
み
つ
め
て
み

よ
う
。
樋
口
教
授
の
指
摘
通
り
、
日
本
の
家
族
は
着
実
に
「解

体
」
に
向
か
っ
て
進
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
推
移
し
て
い
け
ば

地
域
共
同
体
は
も
と
よ
り
日
本
と
い
う
国
家
自
体
が
い
ず
れ

衰
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
吉
な
予
感
さ
え
漂
う
。

日
本

の
年
間
出
生
数
は
、　
一
九
四
七
～
四
九
年
に
は

二
六
〇
万
人
を
上
回
っ
て
い
た
が
、　
一
九
七

一
～
七
四
年
に
　
＞ハ０

は
二
〇
〇
万
人
ほ
ど
と
な
り
、
二
〇
一
九
年
に
は
つ
い
に
　
に

一
〇
〇
万
人
を
切

っ
て
、
二
〇
三
二
年
に
は
八
〇
万
人
を
下

回

っ
た
。折
り
紙
を
二
つ
に
折
り
、
そ
れ
を
ま
た
二
つ
に
折

っ

て
表
面
積
が
み
る
み
る
減
少
し
て
い
く
よ
う
な
空
恐
ろ
し
さ

を
感
じ
さ
せ
る
数
字
で
あ
る
。

人
口
統
計
で
は

一
五
歳
～
六
四
歳
人
口
は

「生
産
年
齢
人

口
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
が

一
九
九
六
年
に
減
少
に
転
じ

て
い
る
。
人
手
不
足
は
実
は
も
う
二
〇
年
以
上
前
か
ら
始

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。



同
統
計
に
は

「合
計
特
殊
出
生
率
」
と
い
う
概
念
が
あ

る
。　
一
人
の
女
性
が
生
涯
を
通
じ
て
生
む
子
供
の
数
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
が
二
・〇
以
上
で
な
け
れ
ば

一
国
の
人
口
数

は
安
定
し
な
い
が
、
二
〇
二
三
年
の
値
は

丁

二
六
で
あ

っ

た
。
五
〇
歳
ま
で
に

一
度
も
結
婚
し
た
こ
と
の
な
い
人
の
比

率
は

「生
涯
未
婚
率
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
比
率
が
急
増
し

て
二
〇
二
〇
年
は
男
性
二
八
％
、
女
性

一
八
％
ほ
ど
に
な
っ

た
と
い
う
。

他
方
、
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
世
界
最
高
。
寿
ゞ
べ
き

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
と
ば
か
り
も
い
え
な
い
。

追
い
求
め
過
ぎ
た

「長
寿
」

健
康
寿
命
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
〃健
康
上
の
理
由
に
よ
っ

て
日
常
生
活
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
維
持
で
き
る
生
存
期

間
〃
の
こ
と
で
あ
る
。
平
均
寿
命
と
健
康
寿
命
と
の
差
が
″日

常
生
活
に
制
限
の
あ
る
健
康
で
は
な
い
生
存
期
間
″
と
な
る
。

こ
の
差
は
男
性
九
二

年
、
女
性

一
二
・七
年
だ
と
厚
労
省
の

統
計
が
証
し
て
い
る
。

健
康
寿
命
を
延
長
さ
せ
な
け
れ
ば
、
高
齢
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｒ
（生

活
の
質
）
の
低
下
が
避
け
ら
れ
ず
、
医
療
費
や
介
護
給
付
費

が
増
大
し
て
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
が
毀
損
さ
れ
か
ね
な
い
、

と
も
厚
労
省
は
い
う
。
健
康
寿
命
の
延
長
が
可
能
で
あ
れ
ば

そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。

新
聞
や
テ
レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
高
齢
者
の
健
康
増
進

の
た
め
の
器
具
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
あ

る
。
健
康
寿
命
の
延
長
に
多
少
の
効
用
は
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
あ
く
ま
で

「多
少
」
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
人
々
が
倦
む
こ
と
な
く
追
求
し
て
達
成
さ
れ
た

長
寿
が
、
実
は

「長
寿
」
で
は
な
く
、
逆
に
加
齢
と
と
も
に

重
篤
の
度
を
増
し
、
次
第
に
家
族
は
も
と
よ
り
自
治
体
や
国

家
を
巻
き
込
ん
で
進
行
す
る

「長
呪
」
と
も
い
う
べ
き
状
態

と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

現
に
私
の
身
内
に
も

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ま
っ
た
く

と
れ
な
い
ま
ま
に
介
護
施
設
で
便
々
の
日
常
を
過
ご
し
て
い

る
者
が
何
人
も
い
る
。
見
舞
う
た
び
に
こ
れ
で
い
い
の
か
と

暗
漕
た
る
気
分
に
な
る
。
率
直
に
い
っ
て
こ
の
よ
う
な
現
実
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は
、
現
代
の
日
本
人
が
自
然
生
命
体
の
則
を
超
え
て
長
命
を

追
い
求
め
過
ぎ
た
こ
と
の
帰
結
な
の
で
あ
ろ
う
。
老
人
の
自

殺
率
や
犯
罪
率
が
高
い
の
も
そ
れ
ゆ
え
か
も
し
れ
な
い
。

家
族
を
復
権
さ
せ
よ

「人
生

一
〇
〇
年
時
代
」
の
到
来
も
あ
な
が
ち
嘘
ば
か
り

で
は
な
さ
そ
う
だ
。
人
口
構
成
に
お
い
て
高
齢
者
の
比
率
が

急
速
に
高
ま
っ
て
い
る
。
週
日
の
昼
中
、
街
を
歩
い
て
み
れ

ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
振
り
返
れ
ば
自
分
も
紛
れ
な
い
高

齢
者
で
あ
る
。

少
子
化
と
は
、
人
間
と
い
う
生
命
体
の
再
生
産
の
機
能
が

日
本
の
家
族
か
ら
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
少

子
化
が
高
齢
化
と
同
時
に
進
め
ば
、
高
齢
者
の
老
い
を
支
え

る
共
同
体
の
基
盤
は
ほ
ど
な
く
危
う
い
も
の
と
な
る
。

生
命
体
を
再
生
産
す
る
機
能
を
も

つ
の
は
家
族
で
あ
る
。

こ
の
機
能
を
代
替
す
る
も
の
は
家
族
の
外
に
は
な
い
。
少
子

化
と
は
、
家
族
維
持

へ
の
志
向
性
が
こ
の
社
会
か
ら
消
失
し

つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
少
子
化
の
主
因
が
未
婚
と
離

婚
率
の
増
加
に
あ
る
か
ら
だ
。

日
本
に
お
け
る
家
族
の
解
体
は
、
音
も
な
く
、
そ
し
て
気

が
つ
け
ば
社
会
の
崩
壊
を
招
き
か
ね
な
い
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド

で
進
ん
で
い
る
。
樋
口
教
授
た
ち
の
期
待
し
て
い
た
理
想
社

会
の
現
実
は
か
か
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

西
教
授
は
、
家
族
が

「社
会
の
基
礎
的
単
位
で
あ
る
こ

と
」
「国
お
よ
び
社
会
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
」
、
こ
の
二
つ

を
柱
と
す
る
家
族
条
項
を
憲
法
に
導
入
す
べ
し
と
提
唱
し
て

い
る
。
個
人
の
尊
厳
の
呪
縛
か
ら
い
か
に
し
て
自
ら
を
解
き

放

つ
か
、
令
和
新
時
代
日
本
の
深
淵
な
る
課
題
で
あ
る
。

（本
会
理
事

・
拓
殖
大
学
顧
間
）
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