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今
年
三
月
一
七
日
の
「
結
婚
の
自
由
を
す
べ
て

の
人
に
」
訴
訟
（
い
わ
ゆ
る
同
性
婚
訴
訟
）
の
札

幌
訴
訟
は
、
同
性
婚
を
認
め
な
い
こ
と
は
法
の
下

の
平
等
を
定
め
た
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
と
い

う
歴
史
的
な
違
憲
判
決
を
か
ち
と
っ
た
。
本
誌
三

月
号
の
「
散
射
韻
」
で
は
「
違
憲
性
を
認
め
る
か

は
厳
し
い
情
勢
」と
書
い
た
だ
け
に
、二
カ
月
経
っ

た
今
で
も
法
廷
内
で
取
材
し
た
興
奮
が
忘
れ
ら
れ

な
い
。

　

同
性
婚
訴
訟
は
、
札
幌
の
ほ
か
、
東
京
、
大
阪
、

名
古
屋
の
四
地
裁
で
二
〇
一
九
年
二
月
に
一
斉
提

訴
。
後
に
福
岡
地
裁
で
も
追
加
提
訴
し
た
。
札
幌

訴
訟
は
、
道
内
の
カ
ッ
プ
ル
三
組
六
人
が
慰
謝
料

各
一
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
を
国
に
求
め
た
。

　

判
決
は
、「
婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ

い
て
成
立
す
る
」
と
定
め
た
二
四
条
に
つ
い
て
は

「『
両
性
』
な
ど
男
女
を
想
起
さ
せ
る
文
言
を
用
い

て
い
る
こ
と
に
も
照
ら
せ
ば
異
性
婚
に
つ
い
て
定

め
た
も
の
」
な
ど
と
し
て
、違
反
し
な
い
と
判
断
。

一
三
条
に
つ
い
て
も
、
同
性
婚
な
ど
特
定
の
制
度

に
関
す
る
権
利
ま
で
保
障
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
と

棄
却
し
た
。

　

一
方
で
、「
法
の
下
の
平
等
」
を
定
め
る
一
四

条
に
つ
い
て
は「
同
性
愛
者
に
対
し
、婚
姻
に
よ
っ

て
生
じ
る
法
的
効
果
の
一
部
す
ら
も
享
受
す
る
法

的
手
段
を
提
供
し
な
い
の
は
、
合
理
的
根
拠
を
欠

く
差
別
的
取
り
扱
い
」
と
現
行
制
度
を
非
難
し
、

憲
法
に
違
反
す
る
と
言
明
し
た
。
さ
ら
に
、
一
四

条
に
言
及
す
る
た
め
、
婚
姻
の
本
質
は
子
ど
も
の

散 射 韻

る
た
め
の
法
案
だ
。
当
初
は
差
別
禁
止
す
ら
明
記

し
て
お
ら
ず
、批
判
を
受
け
、五
月
に
入
っ
て
「
し

ぶ
し
ぶ
」
修
正
案
を
出
し
た
。
当
事
者
団
体
か
ら

は
「
同
性
婚
を
実
現
し
よ
う
に
も
『
理
解
が
先
、

ま
だ
理
解
が
な
い
』
と
い
つ
ま
で
も
実
現
さ
せ
な

い
言
い
訳
と
し
て
使
わ
れ
る
」
と
不
安
の
声
が
あ

が
っ
て
い
る
。

◇　
　
　
　
　

◇

　

地
方
自
治
体
で
は
、
カ
ッ
プ
ル
を
婚
姻
相
当
と

認
め
公
的
書
類
を
独
自
に
発
行
し
、
自
治
体
の
公

営
住
宅
へ
の
入
居
な
ど
を
支
援
す
る
「
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
」
が
広
が
る
が
、
法
的
な
効
力

は
な
い
。
だ
が
、「
電
通
」
が
昨
年
一
二
月
に
実

施
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
性
的
少
数
者
の
七
割
は

自
身
が
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
に
く
い
と

感
じ
る
一
方
で
、
自
治
体
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

制
度
が
あ
る
人
で
は
打
ち
明
け
に
く
さ
を
感
じ
る

割
合
が
四
八
％
に
減
っ
て
い
る
。
ま
ず
法
律
や
制

度
を
整
え
る
こ
と
で
進
む
側
面
が
あ
る
。

　

世
界
を
見
る
と
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
一
七
年
末

に
か
け
約
一
五
カ
国
で
同
性
婚
カ
ッ
プ
ル
の
婚
姻

が
認
め
ら
れ
た
。
主
要
七
カ
国
（
Ｇ
７
）
で
同
性

婚
や
そ
れ
に
準
じ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
が
な
い
の

は
日
本
だ
け
だ
。「
多
数
派
の
お
許
し
」
が
な
い

こ
と
を
口
実
に
、
少
数
者
の
権
利
を
奪
い
続
け
る

よ
う
で
は
、
日
本
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
人
権
後

進
国
の
ま
ま
だ
。

＜

隈＞

有
無
で
は
な
く
夫
婦
の
共
同
生
活
で
あ
る
こ
と
、

同
性
愛
な
ど
の
性
的
指
向
が
本
人
の
意
志
で
は
変

更
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
強
調
し
た
。

◇　
　
　
　
　

◇

　

判
決
の
中
で
も
、特
に
印
象
深
い
一
文
が
あ
る
。

「
圧
倒
的
多
数
者
で
あ
る
異
性
愛
者
の
理
解
ま
た

は
許
容
が
な
け
れ
ば
、同
性
愛
者
の
カ
ッ
プ
ル
は
、

重
要
な
法
的
利
益
で
あ
る
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
る

法
的
効
果
を
享
受
す
る
利
益
を
一
部
で
あ
っ
て
も

こ
れ
を
受
け
得
な
い
と
す
る
の
は
（
略
）
異
性
愛

者
と
比
し
て
自
ら
の
意
志
で
同
性
愛
を
選
択
し
た

の
で
は
な
い
同
性
愛
者
の
保
護
に
あ
ま
り
に
も
欠

け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」。

　

か
み
砕
け
ば
、「
多
数
者
の
ご
理
解
が
な
い
と

少
数
者
が
権
利
を
享
受
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、

自
ら
少
数
者
で
あ
る
こ
と
を
選
択
し
た
わ
け
で
は

な
い
の
に
不
適
当
だ
」。
つ
ま
り
、
社
会
的
な
理

解
や
通
念
を
理
由
と
し
て
少
数
者
の
権
利
を
否
定

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
主
旨
だ
。「
憲

法
の
基
本
的
人
権
の
概
念
を
体
現
し
た
判
決
で

す
」
と
、
弁
護
団
の
一
人
は
何
度
も
判
決
文
を
か

み
し
め
て
い
る
。

　

こ
の
一
文
と
、
今
の
自
民
党
の
動
き
は
ま
さ
に

正
反
対
だ
。
自
民
党
は
「
ま
ず
は
理
解
促
進
」
と

の
立
場
を
崩
さ
ず
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
案
」

の
成
立
を
目
指
し
て
い
る
。
法
案
に
は
「
国
民
の

理
解
の
増
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
、

国
の
役
割
等
を
明
ら
か
に
す
る
」
な
ど
と
明
記
さ

れ
て
お
り
、
ま
さ
に
「
多
数
派
の
お
許
し
」
を
得

「多数派のお許し」必要か


