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は
じ
め
に

第
一
部
日
本
の
独
立
と
文
明
化
の
道

第
一
章
目
的
と
し
て
の
国
家
の
独
立
ー
ー
!
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
け
る
基
本
的
立
場

第
二
章
文
明
化
の
戦
略
|
1
1
『
分
権
論
』
お
よ
び
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通
俗
民
権
論
』
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通
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国
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』
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)
現
実
政
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に
お
け
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原
則
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と
通
俗
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の
分
離
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分
権
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』
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)
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通
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権
論
』
お
よ
び
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論
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三
章
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情
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と
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権
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通
俗
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権
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編
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(3)
外
向
き
の
国
権
論

第
四
章
文
明
史
の
原
理
の
再
確
認
l
|
l
『
時
事
大
勢
論
』

(
1
)
『
時
事
大
勢
論
』

(
2
)
『
局
外
窺
見
』

第
五
章
立
論
の
転
換
1
|
|
『
極
端
主
義
』
・
『
徳
育
如
何
』
か
ら

(
1
)
保
守
化
へ
の
反
撃

(2)
私
徳
論
の
提
示
|
|
|
『
徳
育
如
何
』

(
3
)
『
徳
育
余
論
』

(
4
)
学
者
と
し
て
の
立
場

(
5
)
儒
教
批
判
の
展
開

第
六
章
学
者
と
経
世
家
へ
の
分
裂

(
1
)
「
経
世
」
論
に
も
と
づ
く
外
形
的
西
洋
文
明
化

(
2
)
『
通
俗
道
徳
論
』

(3)
国
権
の
主
張
と
文
明
史

(
4
)
形
と
し
て
の
西
洋
文
明
化
の
重
要
性
(
以
上
第
四
四
巻
三
号
)

第
二
部
文
明
化
の
な
か
の
女
性
と
男
性

第
一
章
文
明
化
に
お
け
る
女
性
の
あ
る
べ
き
姿
l
l
i
『
日
本
婦
人
論
』

(
l
)
議
論
の
設
定
と
相
違
点

(
2
)
女
性
の
抑
圧
の
歴
史
的
背
景

(3)
現
状
と
改
革
の
た
め
の
処
方
婆

第
二
章
男
性
の
品
行
に
関
す
る
現
状
改
革
論
|
|
|
『
口
問
行
論
』

(
l
)
『
品
行
論
』
に
至
る
前
提
の
議
論

(
2
)
『
品
行
諮
問
』
に
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け
る
議
論
の
前
提
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特
色

お
よ
び

論

『
局
外
窺
見
』

お
よ
び
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福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

(
3
)
不
品
行
の
歴
史
的
背
景

(
4
)
議
論
に
お
け
る
福
沢
の
立
場

(
5
)
不
品
行
の
現
状

(6)
現
状
が
改
ま
ら
な
い
理
由

(
7
)
不
品
行
を
正
す
方
法

第
三
章
男
女
交
際
の
あ
る
べ
き
姿
と
そ
の
方
便
|
|
|
『
男
女
交
際
論
』
・
『
男
女
交
際
余
論
』

(
1
)
交
際
の
重
要
性

(
2
)
福
沢
の
考
え
る
男
女
交
際
の
原
理
論

(
3
)
世
教
の
影
響
と
世
教
批
判

(
4
)
『
男
女
交
際
余
論
』

第
四
章
人
間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
と
人
間
関
係
の
原
理
論
|
|
|
『
日
本
男
子
論
』

(
1
)
「
凝
り
」
と
い
う
精
神
構
造
の
問
題
性

(
2
)
「
君
子
の
身
の
位
」
H

「
ヂ
グ
ニ
チ
i
L

(
3
)
夫
婦
関
係
の
あ
る
べ
き
姿

(
4
)
『
日
本
男
子
論
』
に
お
け
る
徳
論
の
構
造

第
五
章
『
女
大
学
評
論
』
・
『
新
女
大
学
』
(
以
上
第
四
四
巻
四
号
)

第
三
部
文
明
に
お
け
る
個
人
と
家
族

第
一
章
西
洋
文
明
化
に
お
け
る
女
性
と
家
族

(
1
)
分
析
の
目
的

(
2
)
「
独
立
し
た
個
人
」
の
権
利

(
3
)
女
性
を
め
ぐ
る
家
族
内
の
人
間
関
係

[

a

]

分
析
枠
組
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
モ
デ
ル

[
b
]

西
洋
文
明
化
に
お
け
る
家
族
関
係
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[

C

]

福
沢
の
議
論
の
特
色

第
二
章
文
明
史
の
な
か
の
個
人
と
家
族

(
1
)
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
人
間

(
2
)
男
女
関
係
に
お
け
る
問
題
点

(
3
)
文
明
史
の
な
か
の
男
女
関
係

(
4
)
「
情
愛
」
と
家
族

(5)
文
明
の
究
極
に
お
け
る
男
女
関
係

結
び

(
以
上
本
号
)

~ム
開問

第
三
部

文
明
に
お
け
る
個
人
と
家
族

第
一
章

西
洋
文
明
化
に
お
け
る
女
性
と
家
族

(
1
)
分
析
の
目
的

本
稿
で
は
、
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
文
明
史
観
を
も
と
に
、
年
代
順
に
福
沢
の
男
女
関
係
論
を
分
析
し
て
き
た
。
そ

こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
福
沢
の
男
女
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
国
家
の
独
立
と
い
う
要
請
に
そ
っ
て
、
男
女
関
係
を

も
西
洋
文
明
化
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
西
洋
文
明
に
お
け
る
と
同
様
の
男
女
の
平
等

北法44(6・200)1612



を
め
ざ
す
と
き
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
男
性
の
不
品
行
で
あ
り
、
「
私
徳
」
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
「
公
徳
」
が
論
じ
ら
れ
る
状
況
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
福
沢
は
、
不
品
行
に
対
し
、
「
私
徳
」
を
修
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
た
。
こ
う
し
て
彼
の
男
女
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、

人
間
と
し
て
「
私
徳
」
を
修
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
文
明
史
の
原
理
に
基
づ
く
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
の
議
論
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

第
三
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
分
析
と
は
視
点
を
変
え
、
福
沢
の
家
族
論
が
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
た
か
に

焦
点
を
絞
り
、

そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

福
沢
が
女
性
に
関
す
る
議
論
を
開
始
し
た
の
は
、

日
本
の
男
女
関
係
を
西
洋
と
同
様
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
現
実
の
政
策
と
し
て
必
要

で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
西
洋
諸
国
と
並
び
独
立
を
保
つ
た
め
に
は
、
同
様
の
文
明
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
に
問
題
と

な
る
の
は
、
男
性
に
お
け
る
非
常
な
不
品
行
と
、
女
性
の
地
位
の
低
き
で
あ
っ
た
。

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

こ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
福
沢
は
、

日
本
に
お
け
る
男
女
の
地
位
の
不
均
衡
を
た
だ
し
、
男
女
関
係
を
、
独
立
し
た
対
等
な
人
間
同
士
の

関
係
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
そ
し
て
、
男
女
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
を
と
り
ま
く
家
族
を
め
ぐ
る
関
係
を
も
、
西
洋
に
お
け
る
家

族
を
参
考
に
し
て
変
革
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

本
稿
「
は
じ
め
に
」

の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
福
沢
解
釈
は
、

お
お
む
ね
西
洋
近
代
を
自
明
の
基
準
と
し
て
、

そ
こ
か

ら
彼
の
議
論
を
評
価
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
女
性
に
関
す
る
彼
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
西
欧
に
発
し
た
「
権
利
」

と
い
う
概
念
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
ま
た
は
限
界
に
対
す
る
批
判
に
基
づ
き
、
彼
の
議
論
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
行
な

(1) 

わ
れ
て
き
た
。
福
沢
自
身
が
、
西
洋
に
お
け
る
と
同
様
の
男
女
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
を
標
携
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
、

き
わ
め
て
妥
当
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
評
価
は
、
西
洋
の
近
代
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

れ
が
具
体
的
に
福
沢
の
議
論
と
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
と
い
う
事
実
の
分
析
な
し
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
問
題
点
を
も
っ
て
い そ

北法44(6・201)1613



説

る。

論

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
福
沢
の
議
論
を
評
価
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
始
め
に
、
福
沢
が
当
面
め
ざ
し
た
西
洋
文
明
化
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、

彼
の
議
論
が
ど
こ
ま
で
西
洋
の
現
実
を
と
ら
え
て
い
た
の
か
を
、
彼
が
モ
デ
ル
国
家
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
を
例
に
と
り
、
検
討
す
る
こ
と
に
し

た
い
。
ま
ず
、
女
性
自
身
の
社
会
的
地
位
お
よ
び
権
利
の
問
題
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
現
実
の
状
況
と
福
沢
の
議
論
を
比
較
し
検
討
す
る
。

そ
し
て
、
西
欧
に
お
け
る
女
性
の
権
利
を
要
求
す
る
根
拠
と
な
っ
た
「
個
人
の
権
利
L

概
念
の
問
題
点
を
、

キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
の
議

論
を
参
考
に
し
て
分
析
す
る
。

つ
づ
い
て
、
家
族
内
に
お
け
る
女
性
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
の
あ
り
方
を
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
家
族
の
あ
り
方
と
比
較
し
分
析
す
る
こ
と

と
す
る
。
こ
こ
で
の
比
較
分
析
の
枠
組
と
し
て
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
資
本
主

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ア
ラ
ン
・
マ
ク
フ

7
1
リ
ン
が
、

義
文
明
と
家
族
と
の
関
係
を
分
析
す
る
に
際
し
て
提
示
し
た
モ
デ
ル
を
使
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
比
較
検
討
に
よ
り
、
福
沢
が
め
ざ
し
た
西

洋
文
明
化
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
彼
の
議
論
の
特
色
が
浮
き
彫
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
比
較
を
ふ
ま
え
て
、
第
二
章
で
は
、
福
沢
の
考
え
た
文
明
に
お
け
る
家
族
関
係
が
、

ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か

を
考
察
す
る
。
彼
の
家
族
論
は
、
西
洋
文
明
化
の
必
要
か
ら
で
て
き
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
明
史
の
流
れ
に
お
い
て
、
人
間
関

係
は
個
人
の
独
立
の
後
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
福
沢
に
と
り
、
夫
婦
お
よ
び
家
族
と
い
う
関
係
は
、
「
智
徳
」
共
に
修
め
た

人
聞
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
男
女
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、
必
然
的
に
あ
る
べ
き
人
間
像
の
議
論
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
、
「
万
物
の
霊
」
と
い
う
概
念
に
よ
り
、
理
想
の
人
間
像
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
人
聞
が
作
り
上
げ
る
べ
き
人
間
関
係
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
展
開
し
て
論
じ
た
。
そ
の
議
論
は
、
文
明
の
歴
史
に
お
い
て
、
人
間
の
「
智
徳
」
が
最
高
に
発
達
し
た
状
況
に
お
け
る
社

会
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
言
及
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
、

そ
の
よ
う
な
人
間
の
「
智
徳
」

の
最
高
に
発
達
し
た
理
想
状
態
に

北法44(6・202)1614



お
い
て
、
独
立
し
た
男
女
の
関
係
は
、
愛
情
の
み
に
も
と
づ
き
形
成
さ
れ
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
加
え
て
、
明
治
三

O
年
前
後
に
書
か
れ
た
『
福
翁
百
話
』
お
よ
び
『
福
翁
百
余
話
』
を
も
参
考
に
す
る
。

こ
の
ふ
た
つ
の
著
作
は
、
文
明
史
観
が
福
沢
の
晩
年
ま
で
変
ら
ず
続
い
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
お
り
、
様
々
な
題
の
も
と
に
論
じ
ら
れ
た

小
論
の
集
成
で
あ
る
が
故
に
、
個
々
の
人
聞
か
ら
宇
宙
に
至
る
ま
で
の
、
彼
の
世
界
観
の
凝
縮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
「
独
立
し
た
個
人
」

の
権
利

福
沢
の
生
き
た
時
代
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
女
性
の
生
き

方
を
規
定
し
た
考
え
方
は
、
男
女
は
生
物
学
的
に
異
な
る
が
故
に
、
異
な
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

女
性
は
す
べ
て
結
婚
し
て
妻
と
な
り
、
母
と
な
り
、
「
家
庭
に
お
け
る
天
使
」

(2) 

で
あ
る
。

の
役
割
を
果
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

女
性
は
、
こ
の
よ
う
に
男
性
と
は
全
く
異
な
る
生
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
女
性
の
領
域
は
家
庭
内
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な

女
性
に
関
す
る
限
定
性
は
、
「
ベ
タ

l

・ハ
l
フ
」
と
い
う
考
え
に
よ
り
補
償
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
男
性
と
女
性
は
、
神
の
前
に
一

体
と
な
り
、
相
互
に
補
完
し
あ
う
こ
と
で
初
め
て
完
全
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が

E
い
に
と
り
不
可
欠
の
存
在
な
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
相

E
性
は
対
等
な
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
結
婚
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
女
性
は
、
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
す
べ

て
の
法
的
権
利
を
失
っ
た
。

一
体
で
あ
る
男
女
の
権
利
は
、
男
性
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

建
前
と
は
裏
腹
に
、
現
実
に
は
男
性
の
放
蕩
が
許
さ
れ
、
事
実
上
の
離
婚
状
態
や
妻
の
遺
棄
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
親
権
や
財
産
権
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説

を
持
た
な
い
妻
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
な
か
で
苦
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
結
婚
と
い
う
女
性
に
当
然
の
人
生
を
歩
む
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
独
身
女
性
た
ち
は
、

ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
法
的
な
権
利
は
保
有
し
た
が
、
女
性
の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
の
逸
脱
者
で
あ
る

論

』
と
か
ら
、

そ
の
人
生
は
、
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
子
リ
ス
に
お
け
る
女
性
の
権
利
を
求
め
る
運
動
は
、
こ
の
よ
う
な
女
性
の
状
況
か
ら
発
生
し
た
。
結
婚
し
て
い
る
女
性
か
ら
は
、
主
と

し
て
離
婚
の
権
利
、
子
供
の
親
権
に
関
す
る
権
利
そ
し
て
財
産
権
の
要
求
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
活
の
方
法
を
求
め
る
独
身
女
性
か
ら
は
、

女
性
の
教
育
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
自
己
の
要
求
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
参
政
権
な
ど
が
求
め
ら
れ
た
。
福
沢
が
女
性
論
を
著
し
た

明
治
一
八
年
(
一
八
八
五
年
)

ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
う
ち
、
参
政
権
を
除
く
諸
権
利
は
獲
得
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
福
沢
の
主
張
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
福
沢
は
、
当
面
の
文
明
化
に
お
け
る
女
性
の
役
割
は
、
家
事
を
司
る
こ
と
に

あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
、
女
性
が
主
婦
と
し
て
の
人
生
を
送
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
考
え
る

「
主
婦
」
と
は
、
「
主
人
」
と
対
等
か
っ
一
体
と
な
っ
て
家
を
経
営
す
る
主
体
で
あ
り
、
当
面
の
文
明
化
の
な
か
で
、
女
性
に
は
、
実
質
的
な

家
庭
の
経
営
能
力
が
要
求
さ
れ
た
。
(
た
と
え
ば

『
女
大
学
評
論
』
、
六
|
四
九
四

i
四
九
五
)

そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
女
大
学
風
の
教
育
も
文
明

者
流
の
教
育
も
、
現
実
に
あ
わ
な
い
も
の
と
し
て
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
福
沢
は
、
男
女
が
家
庭
経
営
に
お
い
て
受
け
持
つ
役
割
は
異
な
る
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
男
女
の
教
育
を
区
別
す
る
べ
き
だ
と

は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
女
子
が
生
れ
た
ら
ば
男
子
と
区
別
せ
ず
し
て
之
を
愛
し
之
を
重
ん
じ
、
幼
少
の
時
よ
り
女
子
な
る
が
故
に
と

て
少
し
も
其
取
扱
ひ
を
粗
末
に
す
べ
か
ら
ず
、
次
第
に
成
長
す
れ
ば
先
づ
身
体
の
発
生
に
注
意
し
て
、
学
問
技
芸
を
教
る
こ
と
是
亦
男
子
に

異
な
る
べ
か
ら
ず
。
」
(
五
l
五
O
O
)
「
台
所
の
世
帯
万
端
、
固
よ
り
女
子
の
知
る
べ
き
こ
と
L

(

六
|
五

O
六
)

で
は
あ
っ
た
が
、
「
学
問

の
教
育
に
至
り
で
は
、
女
子
も
男
子
も
相
違
あ
る
こ
と
な
し
。
:
:
・
:
:
極
端
を
論
ず
れ
ば
兵
学
の
外
に
女
子
に
限
り
て
無
用
の
学
な
し
と
云

ふ
可
き
程
の
次
第
」
(
同
)

だ
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
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当
面
の
文
明
に
お
い
て
は
、
女
性
は
主
婦
と
し
て
生
活
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
次
第
に
文
明
が
進
ん
で
い
け
ば
、
「
自
今
以

後
は
婦
人
と
て
も
何
か
職
業
を
求
め
て
、
如
何
な
る
場
合
に
迫
る
も
一
身
の
生
計
に
は
困
る
こ
と
な
き
の
工
風
」
(
一
一
ー
ー
五
二
)

が
重
要

と
な
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
「
一
芸
」
(
五
l
五
O
O
)
を
も
っ
て
生
計
を
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
、
「
生
涯
男
子
に
依
頼

す
る
に
及
ば
ず
、
独
立
の
精
神
も
自
然
に
こ
れ
に
由
り
て
生
ず
べ
し
。
」
(
同
)

す
な
わ
ち
福
沢
は
、
男
女
は
独
立
し
た
人
間
と
な
る
た
め
に
、
基
本
的
に
は
同
様
の
教
育
を
受
け
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
、

結
果
と
し
て
現
実
の
生
活
に
お
い
て
は
、
主
婦
と
主
人
と
い
う
役
割
を
分
担
し
、
共
同
し
て
家
庭
経
営
に
携
わ
る
べ
き
時
で
あ
る
と
考
え
た

の
で
あ
る
。

独
立
と
い
う
点
に
関
し
て
、
彼
が
最
も
重
視
し
た
の
は
、
女
性
が
財
産
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
社
会
凡
百
の
権
利
は
財
よ
り

生
ず
る
」
(
五
四
六
人
)

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

と
述
べ
て
、
す
べ
て
の
権
利
の
も
と
と
し
て
、
女
性
が
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
再
三
に
わ
た
っ
て

指
摘
し
た
。
彼
は
、
対
等
な
男
女
関
係
は
、
自
己
の
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
る
と
し
て
、
夫
婦
聞
に
お
け
る
別
産
制
を
主

張
し
て
い
る
。
(
『
男
女
交
際
余
論
』

一一

l
五
一
二
)

こ
の
よ
う
に
、
教
育
権
、
財
産
権
に
関
す
る
福
沢
の
主
張
は
、
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
女
性
の
要
求
の
到
達
点
に
比
し
て
劣
る
と

こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
離
婚
の
権
利
に
関
し
て
は
、
彼
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
女
性
た
ち
と
は
む
し
ろ
逆
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
日
本
に
お

い
て
女
性
が
容
易
に
離
婚
さ
れ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
彼
は
、

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
論
説
を
展
開
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
女
性
の
再

婚
を
妨
げ
る
風
潮
の
不
当
性
を
も
論
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
離
婚
を
否
定
的
に
論
じ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
親
権
に
関
し
て
は
、
全

く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
参
政
権
に
関
し
て
福
沢
は
、
西
洋
の
女
性
が
そ
れ
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
触
れ
、
将
来
の
課
題
と
し
て

含
み
を
残
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
福
沢
の
議
論
は
、
当
時
の
西
欧
に
お
け
る
役
割
分
業
に
基
づ
く
一
夫
一
婦
制
と
い
う
夫
婦
関
係
の
あ
り
方
を
受
け
入

そ
の
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説

れ
、
そ
の
中
で
の
女
性
の
運
動
の
到
達
点
を
日
本
に
も
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
彼
の
西
洋
文
明
化
と
い
う
目
的
に
か
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
女
性
の
権
利
に
関
し
て
、

そ
の
根
拠
と
な
る
議
論
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
察
す
る
と
、
福
沢
の
主
張
は
、
西
欧
の
女
性
の
主
張
と
は
、
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
こ

言命

と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
女
性
た
ち
は
、
男
性
だ
け
に
与
え
ら
れ
て
い
た
「
個
人
」

の
権
利
を
、
自
分
た
ち
の
も
の
と
す
る
た
め
に
闘
い
、
そ
れ
を
達

成
し
た
。

し
か
し
、
彼
女
た
ち
が
依
拠
し
た
「
権
利
」
の
前
提
と
な
る
「
自
由
で
平
等
な
個
人
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
、
女
性
は
入
つ

て
は
い
な
か
っ
た
。
キ
ャ
ロ
ル
・
ベ
イ
ト
マ
ン
は
、
近
代
民
主
主
義
理
論
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
問
題
性
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て

(
3
)
 

い
る
。す

な
わ
ち
、
人
間
が
神
聖
な
る
自
然
的
秩
序
の
な
か
に
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
、

一
七
世
紀
頃
か
ら
問
題
を
は
ら
む
も
の
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
次
第
に
、
個
人
は
合
理
的
存
在
で
あ
り
、
互
い
に
自
由
で
平
等
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
彼
ら
は
、
社
会
関
係
や
制
度
を
、
契
約
や
合
意
に
よ
り
自
分
で
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
自
由
で
平
等
な
個
人
」
は
、
女
性
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
男
性
が
、
市
民
と
し
て
の
理
性
を
持
ち
、
正

義
感
を
発
達
さ
せ
、
普
遍
的
法
を
遵
守
し
得
る
と
考
え
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
女
性
は
、
女
性
と
い
う
肉
体
的
自
然
ゆ
え
に
、
性
的
情
熱
を

そ
の
よ
う
な
政
治
的
倫
理
観
は
持
ち
得
な
い
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
女
性
は
、
市
民
社
会
の

(
4
)
 

(。E
2
)
」
に
対
し
、
「
無
秩
序

2
2
2
r『
)
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
家
族
は
、
人
類
に
と
り
最
も
自
然
な
結
合
体
で
あ
っ
た
が
故
に
、
自
然
に
近
い
女
性
に
適
し
た
領
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ

超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「
秩
序

し
て
、
自
然
な
結
合
体
で
あ
る
家
族
は
、
作
為
に
よ
り
作
ら
れ
る
社
会
的
政
治
的
結
合
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
女
性
は
、
近
代
民
主
主
義
理
論
に
基
づ
く
政
治
社
会
の
成
立
に
際
し
て
、
家
族
と
い
う
領
域
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
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っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
理
論
に
お
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。そ

も
そ
も
社
会
契
約
論
が
、
自
由
で
平
等
な
個
人
の
契
約
に
も
と
づ
く
政
治
社
会
と
い
う
主
張
を
掲
げ
て
対
決
し
た
の
は
、
君
主
に
よ
る

家
父
長
制
支
配
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
ペ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
家
父
長
制
支
配
に
は
二
種
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
支
配
で
あ
り
、
他
は
、
父
の
息
子
に
対
す
る
支
配
で
あ
る
。

彼
女
の
分
析
で
は
、
父
の
子
供
に
対
す
る
支
配
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
、
夫
の
妻
に
対
す
る
支
配
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
は
家
父
長
制
支
配
成
立
に
お
け
る
必
然
の
過
程
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ホ
ッ
プ
ズ
以
外
の
社

会
契
約
論
者
は
、
こ
の
二
種
の
支
配
の
う
ち
の
、
夫
の
妻
に
対
す
る
支
配
に
関
し
て
は
分
析
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
多
く
の
思
想

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

家
は
、
父
の
息
子
に
対
す
る
支
配
を
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
政
治
的
領
域
に
お
け
る
君
主
制
の
家
父
長
制
支
配
に
抵
抗
し
た
が
、

女
性
の
属
す
る
領
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
家
族
内
に
お
け
る
夫
の
妻
に
対
す
る
支
配
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
既
に
存
在
し
た
も
の
と
し

て
、
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
の
近
代
政
治
理
論
に
お
い
て
、
家
族
は
自
然
状
態
に
お
い
て
既
に
存
在
す
る
も
の

(5) 

そ
こ
に
お
い
て
、
女
性
は
自
然
的
に
従
属
し
て
い
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
う
し
て
、
君
主
の
家
父
長
制
支
配
に
抵
抗
す
る
理
論
と
し
て
提
出
さ
れ
た
近
代
民
主
主
義
理
論
は
、
家
族
内
の
家
父
長
制
支
配
を
温
存

し
た
ま
ま
、
政
治
社
会
を
組
み
替
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
市
民
的
政
治
社
会
は
、
家
族
内
に
存
在
し
た
、
性
の
違
い
に
基
づ
く
男
性
に
よ
る

女
性
の
支
配
と
い
う
構
造
を
そ
の
ま
ま
に
、
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
治
社
会
成
立
の
契
約
の
主
体
と
な
れ
る
の
は
、
家

(
6
)
 

族
の
長
と
し
て
の
男
性
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
男
性
は
、
家
族
内
に
お
い
て
、
女
性
や
他
の
メ
ン
バ
ー
を
従
え
て
い
た
か
ら
、
男
性
が
社

会
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
他
の
メ
ン
バ
ー
も
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
女
性
は
、
原
契
約
に
参
加
し
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
自
然
状
態
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
、
市
民
社
会
の
な
か
に
自
然
の
状
態
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
作
ら
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説

れ
た
「
家
庭
的
領
域
」
に
囲
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
夫
の
妻
に
対
す
る
家
父
長
制
支
配
を

存
続
さ
せ
る
領
域
で
あ
っ
た
。
市
民
社
会
の
形
成
に
あ
た
っ
て
、
市
民
社
会
の
な
か
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
社
会
に
は
含
ま

論

れ
な
い
「
家
庭
的
領
域
」
が
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
市
民
的
政
治
社
会
は
、
「
市
民
的
・
公
的
領
域

(
2
i
f
司

5
-
5
4
Z
Z
)
」
と
、
「
家
庭
的
・
私
的
領
域
(
号

g
g
z
p
匂
コ
〈
白
丹
市

4
Z
Z
)
」
に
分
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
前
者
は
、
作
為
と
男
性
に
対
応
し
、
後
者
は
、
自
然
と
女
性
に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
近
代
民
主
主
義
理
論
が
論
じ
た
「
個
人
」
と
は
、
家
族
の
長
と
し
て
の
男
性
で
あ
る
こ
と
を
理
論
的
に
前
提
と
し
て
お
り
、

女
性
が
、
「
個
人
」
と
し
て
男
性
と
同
様
の
政
治
的
地
位
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
必
然
的
に
矛
盾
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
と
ペ

イ
ト
マ
ン
は
指
摘
す
る
。
こ
の
理
論
構
造
故
に
、
女
性
が
「
一
人
前
の
市
民

(
p
-
r
E
Eロ
)
」
と
な
る
た
め
に
は
、
男
性
も
し
く
は
そ
れ
と

(7) 

同
様
の
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
た
ち
に
よ
る
権
利
の
獲
得
を
め
ざ
す
運
動
に

お
い
て
も
、
彼
女
た
ち
の
権
利
は
、
「
個
人
の
権
利
」
の
論
理
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
の
便
宜
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
基
本
的
に
、
こ
の
理
論
の
持
つ
問
題
構
造
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
女
性
に
関
し
て
大
き
な
問
題
を
は
ら
む
「
個
人
の
権
利
」
と
い
う
概
念
に
対
し
、
福
沢
は
、

ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
り

女
性
の
権
利
を
基
礎
付
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
「
個
人
の
独
立
」
を
「
万
物
の
霊
」
と
い
う
概
念
に
よ
り
意
味
付
け
よ
う
と
し
た
。

「
万
物
の
霊
」
に
関
し
て
は
、
後
に
詳
し
く
論
ず
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
何
よ
り
も
、
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
男
女
が
、
全
く
対
等

な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
特
に
西
欧
の
権
利
概
念
に
お
い
て
、
女
性
を
排
除
す
る
根
拠
と
な
っ
た
肉
体

的
な
相
違
に
関
し
て
、
彼
は
、
『
婦
人
論
後
編
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
男
女
格
別
に
異
な
る
所
は
唯
生
殖
の
機
関
の
み
。
是
れ
と
て
も
双
方
そ
の
仕
組
み
を
異
に
す
る
ま
で
に
て
、
執
れ
を
重
し
と
し
執
れ
を

軽
し
と
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
外
は
、

ji---
都
て
体
質
に
微
塵
の
相
違
な
き
の
み
か
、
其
心
の
働
に
於
て
も
正
し
く
同
様
に
し
て
、
男
子
の
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為
す
業
に
て
女
子
に
叶
は
ざ
る
も
の
な
し
。
」
(
五
|
四
人

O
)

福
沢
が
こ
こ
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
、
儒
教
流
の
陰
陽
観
に
も
と
づ
き
、
女
性
を
卑
し
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
対
す
る
反
論
の
た

め
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
男
女
の
相
違
を
差
別
に
置
き
換
え
る
陰
陽
の
考
え
方
を
、
「
男
は
陽
に
し
て
天
な
り
日
な
り
、
女
は
陰
に
し
て
地
な

り
月
な
り
と
て
、

一
方
は
貴
く
一
方
は
賎
し
き
者
の
や
う
に
説
を
立
て
、
之
を
自
然
の
道
理
と
し
て
怪
し
ま
ざ
る
も
の
多
し
と
難
ど
も
、
本

来
陰
陽
と
は
儒
者
の
夢
話
に
し
て
」
(
五
!
四
八
一
)
、
「
畢
寛
陰
陽
に
付
き
定
ま
り
た
る
徴
は
な
け
れ
ど
も
、
先
ず
心
の
中
に
二
様
の
考
を

画
き
置
き
て
、
己
が
了
管
に
て
・
:
:
:
:
夫
れ
よ
り
様
々
の
説
を
作
り
て
、
戯
言
を
賑
か
に
す
る
ま
で
の
空
論
」
(
同
)

で
あ
る
と
一
蹴
す
る
。

福
沢
が
儒
教
に
対
し
て
行
な
っ
た
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
男
女
の
肉
体
的
な
差
異
を
、

そ
の
ま
ま
他
の
能
力
に
拡
大
し
て
解
釈
し
、

そ
れ
を

自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
理
論
づ
け
て
、
女
性
を
政
治
社
会
に
お
け
る
主
体
か
ら
排
斥
し
た
西
欧
の
権
利
概
念
に
も
向
け
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

そ
れ
に
対
し
て
福
沢
は
、
男
女
の
肉
体
的
な
差
異
に
ま
で
立
ち
戻
り
、

そ
の
相
違
を
認
め
た
う
え
で
、
両
者
の
対
等
性
を
主
張
し
、
両
者

の
差
別
的
な
価
値
付
け
を
拒
絶
し
た
。
生
物
と
し
て
の
人
間
の
男
女
に
、
基
本
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
の
対
等
性
の
主
張
は
、

男
女
の
関
係
を
根
底
的
な
所
か
ら
把
握
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
普
遍
的
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
3
)
女
性
を
め
ぐ
る
家
族
内
の
人
間
関
係

[

a

]

分
析
枠
組
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
モ
デ
ル

以
上
の
よ
う
な
、
女
性
の
個
人
と
し
て
の
社
会
的
権
利
に
関
す
る
比
較
分
析
に
続
い
て
、

つ
ぎ
に
、
女
性
と
男
性
の
家
族
に
お
け
る
関
係
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説

に
つ
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
状
況
と
福
沢
の
議
論
と
の
比
較
を
行
な
う
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
ラ
ン
・
マ
ク
フ

7
l
リ
ン
は
、

そ
の
著
書
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
個
人
主
義
の
起
源

2
r
oコ
岡
田
口
問
。
こ
山
口
間
口
凹
E
E
E
2
a
E
Z∞
旨
)
』
に

論

お
い
て
、
農
民
社
会
モ
デ
ル
を
使
う
こ
と
に
よ
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
を
分
析
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
歴
史
を
た
ど
り
得
る
か
ぎ
り
古
く

か
ら
資
本
主
義
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、

そ
の
重
要
な
起
源
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
特
有
の
個
人
主
義
的

な
家
族
関
係
に
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
結
婚
と
愛
(
富
山
『
コ
白
間
巾
自
己

E
2
5
閉山口問

Z
E

そ
し
て

5
0
0
1
H
∞
品
(
)
)
』
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
特
殊
な
家
族
関
係
を
、
「
マ
ル
サ
ス
型
結
婚
制
度
」
と
名
付
け
、
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と
し

(
8
)
 

て
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
夫
婦
お
よ
び
親
子
の
関
係
を
次
の
よ
う
な
指
標
に
ま
と

め
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
福
沢
の
論
じ
た
女
性
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
論
を
分
析
す
る
。

(
ア
)

コ
ー
ト
シ
ッ
プ
の
存
在

結
婚
相
手
を
自
由
に
選
択
で
き
る
た
め
に
は
、
多
く
の
異
性
と
知
合
い
、

互
い
の
人
格
を
観
察
し
て
、
長
い
人
生
を
共
に
す
る
に
足
る
人

物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
情
報
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
保
証
す
る
制
度
と
し
て
、

コ
ー
ト
シ
ッ
プ
が
存
在
し
た
。
若
い
男
女
は
自

分
自
身
で
出
会
い
を
つ
く
り
、
半
年
か
ら
二
年
の
交
際
期
間
を
経
て
結
婚
に
至
っ
た
。

マ
ク
フ

7
1
リ
ン
は
、
こ
の
よ
、
つ
な
シ
ス
テ
ム
は
、

女
性
が
結
婚
前
に
自
由
で
あ
り
、

か
な
り
平
等
な
地
位
を
持
つ
と
こ
ろ
で
の
み
成
立
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

(
イ
)
結
婚
の
目
的

多
く
の
社
会
で
は
、
結
婚
の
目
的
は
子
供
を
再
生
産
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
継
ぎ
を
得
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
。
し
か
し
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
お
い
て
は
、
結
婚
の
重
要
な
意
味
は
、
生
涯
を
と
も
に
す
る
よ
き
伴
侶
宙
Z
Z『
出
由
民
)
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
相

手
と
し
て
は
大
体
自
分
と
同
等
の
人
が
め
ざ
さ
れ
た
。
家
柄
と
富
は
、
相
互
に
交
換
可
能
な
条
件
で
あ
り
、
妻
に
関
し
て
は
、
性
格
が
重
視

さ
れ
た
。
そ
の
決
定
に
は
、
常
に
損
益
計
算
が
伴
っ
た
。
結
婚
を
す
る
こ
と
で
生
活
水
準
の
低
下
が
生
じ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
人
々
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は
、
し
ば
ら
く
結
婚
を
遅
ら
せ
よ
う
と
し
た
。

(
ウ
)

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ

し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
損
益
計
算
を
超
え
て
人
々
を
結
婚
に
至
ら
せ
る
の
は
、
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
「
制
度
化
さ
れ
た

非
合
理
性
」
で
あ
っ
た
。
合
理
的
に
計
算
し
、
生
活
を
組
み
立
て
て
い
く
人
々
が
、
最
後
に
は
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
非
合

理
な
感
情
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
、
結
婚
の
決
定
を
行
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
感
情
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

も
と
も
と
は
別
個
の
人
格

で
あ
っ
た
男
女
が
、

ひ
と
つ
の
肉
体
と
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ベ
タ

l
・
ハ

l
フ
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
の
魂
、

(
エ
)
結
婚
の
決
定
権

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
結
婚
は
、
当
事
者
の
み
の
合
意
に
基
づ
く
純
粋
に
私
的
な
契
約
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
両
親
の
合
意
は
全
く
必

要
で
は
な
く
、
国
家
や
荘
園
領
主
の
干
渉
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
両
親
は
、
子
供
の
結
婚
に
際
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
は
求
め
ら
れ
た
が
、

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

行
き
す
ぎ
は
非
難
さ
れ
た
。
教
会
や
親
族
お
よ
び
友
人
も
、
決
定
的
な
規
制
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

(
オ
)
単
婚
制
と
結
婚
の
持
続
性

結
婚
と
は
、
「
一
人
の
男
と
一
人
の
女
が
、
任
意
的
に
、
他
の
全
て
の
人
を
排
斥
し
て
、
生
涯
結
合
す
る
関
係
に
入
る
こ
と
」
で
あ
る
。

単
婚
制
と
い
う
の
は
、
多
く
の
社
会
に
お
い
て
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
と
マ
ク
フ

7
l
リ
ン
は
述
べ
る
。
そ
れ
は
従
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
に
み

ら
れ
、
近
年
各
地
に
輸
出
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
通
常
、
複
婚
と
女
性
の
地
位
の
低
さ
は
む
す
び
つ
い
て
い
る
。

結
婚
は
生
涯
続
き
解
消
し
得
な
い
と
い
う
要
件
は
、
単
婚
制
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
付
け
加
え
ら
れ
た

新
し
い
ル

l
ル
で
あ
る
。
通
常
、
離
婚
や
再
婚
の
可
能
性
は
、
子
供
へ
の
願
望
と
関
連
し
て
い
る
が
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
不
妊

は
離
婚
原
因
に
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
子
供
は
、
結
婚
に
お
い
て
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

農
民
社
会
で
は
、
血
統
の
複
雑
化
を
招
く
の
で
、
女
性
の
再
婚
は
一
般
に
反
対
さ
れ
る
。
し
か
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
再
婚
は
許
容
さ

そ
の
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説

れ
、
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
結
婚
の
排
他
性
の
裏
に
は
姦
通
が
多
く
存
在
し
た
。

論

(
カ
)
結
婚
に
お
け
る
階
層
的
流
動
性

多
く
の
社
会
で
は
、
結
婚
は
親
族
に
よ
り
決
定
さ
れ
、

そ
の
相
手
と
な
る
べ
き
人
に
関
し
て
は
、
許
容
さ
れ
る
範
囲
が
決
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
相
手
に
し
て
は
い
け
な
い
範
囲
だ
け
が
決
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
社
会
階
層
を
超
え
た
結
婚
が
し
ば
し
ば

起
り
得
た
。
こ
の
よ
う
な
結
婚
形
態
は
、
貨
幣
市
場
の
存
在
、
都
市
生
活
の
浸
透
、
街
と
市
の
混
合
、
富
と
血
統
の
結
合
と
い
う
他
の
社
会

構
造
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
マ
ク
フ

7
1
リ
ン
は
論
じ
て
い
る
。

(
キ
)
子
供
を
持
つ
こ
と
の
意
味

多
く
の
社
会
で
は
、
結
婚
の
目
的
は
、
子
供
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
子
供
は
富
で
あ
り
、
個
人
と
家
族
の

力
と
地
位
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
子
供
は
コ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
子

供
は
神
か
ら
の
祝
福
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
非
常
に
弱
か
っ
た
。
ま
た
、
子
供
を
多
く
持
つ
こ
と
で
、
他
の
家
族
集
団
と
の
関
係
に
お
い

て
有
利
に
立
と
う
と
い
う
動
機
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
子
供
を
多
く
産
む
こ
と
で
、
女
性
が
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
母
性
は
、
女

性
の
唯
一
中
心
的
な
役
割
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
子
供
は
、
人
間
の
生
物
的
衝
動
に
よ
り
、
結
婚
に
お
い
て
不
可
避
な
も
の
で
あ
り
、
親
に
対
し
て
心
理
的
な
満
足
を
も
た
ら

す
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
コ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
考
え
を
も
た
ら
す
背
景
と
し
て
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
が
十
四
世
紀
か
ら
、
す
で
に
賃
金
収
入
を
主
と
す
る
社
会
で
あ
っ
た

と
い
う
事
実
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
前
か
ら
核
家
族
が
成
立
し
て
お
り
、
子
供
に
か
か
る
費
用
を
両
親
の
み
が
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
、
子
供
を
コ
ス
ト
と
考
え
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
土
地
や
他
の
財
産
に
関
す
る
市
場
が
発
達
し
て
お
り
、
賃
金
や
抵
当
の
シ
ス
テ
ム
が
拡
が
っ
て
い
た
。
人
々
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は
子
供
に
対
し
て
投
資
す
る
代
わ
り
に
、
投
資
や
貯
蓄
の
対
象
と
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
市
場
は
、
強
い
政
府
に
よ
っ
て

守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
子
供
は
富
の
源
泉
で
は
な
く
、
費
用
の
か
か
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

(
ク
)
親
子
聞
の
経
済
関
係

農
民
社
会
で
は
、
子
供
は
労
働
力
と
し
て
不
可
欠
で
あ
り
、
成
長
し
て
農
耕
に
従
事
し
、
親
に
富
を
返
す
こ
と
が
あ
り
得
た
。
し
か
し
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
子
供
は
他
の
家
に
働
き
に
行
く
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
子
供
と
親
と
は
全
く
別
々
の
財
産
権
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
た
か

ら
、
子
供
の
稼
い
だ
金
は
全
て
彼
ら
の
物
と
な
り
、
両
親
に
送
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

結
婚
後
、
親
と
子
は
別
々
の
家
庭
を
か
ま
え
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
親
子
が
一
緒
に
住
む
の
は
、
経
済
的
問
題
と
と
も
に
、
権
威
の
点

か
ら
も
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

一
家
庭
に
、
二
人
の
主
人
は
共
存
し
得
な
い
と
い
う
の
だ
。

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

(
ケ
)
危
険
保
障
と
し
て
の
子
供

人
生
に
お
け
る
様
々
な
災
難
に
お
い
て
、
子
供
が
親
を
{
寸
る
よ
う
に
、
事
前
に
子
供
に
対
し
て
投
資
を
し
て
お
く
と
い
う
考
え
方
が
変
化

す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
災
難
の
危
険
が
減
少
す
る
こ
と
、

さ
ら
に
、
子
供
に
代
わ
る
保
障
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
で
は
、
か
な
り
前
か
ら
豊
か
な
社
会
で
あ
り
、
政
治
的
に
安
定
し
て
い
た
た
め
、
危
険
に
対
す
る
保
障
は
あ
ま
り
必
要
で
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
宗
教
改
革
前
か
ら
荘
園
、
ギ
ル
ド
、
教
会
、
慈
善
団
体
が
家
族
に
代
わ
る
危
険
の
受
皿
と
し
て
存
在
し
、
十
六
世
紀
に
は
国
家
が

」
れ
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、

は
や
く
か
ら
、
子
供
が
親
に
対
す
る
保
障
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
た
。
十
三
世
紀
か
ら
、
子
供

に
対
し
て
財
産
を
放
棄
し
て
し
ま
う
と
、
扶
養
し
て
も
ら
え
な
く
な
る
こ
と
を
注
意
し
た
文
書
が
多
く
存
在
す
る
。
親
が
子
供
に
扶
養
し
て

も
ら
う
に
は
、
扶
養
契
約
が
必
要
だ
っ
た
。
し
か
し
多
く
の
親
は
、

そ
の
よ
う
な
契
約
よ
り
も
、
財
産
を
自
分
で
管
理
し
、
運
用
す
る
こ
と
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説

で
老
後
に
備
え
た
の
で
あ
っ
た
。
個
人
的
所
有
権
、
市
場
の
存
在
が
こ
れ
を
保
証
し
た
。
親
の
老
後
は
孤
独
で
あ
っ
た
が
、
孤
独
と
い
う
も

の
は
、
経
済
的
、
政
治
的
個
人
主
義
に
対
す
る
代
償
な
の
で
あ
る
と
マ
ク
フ

7
1
リ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

~è
n岡

た
く
さ
ん
の
子
供
は
養
え
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
、
マ
ル
サ
ス
型
結
婚
制
度
に
お
け
る
重
要
な

(
9
)
 

点
で
あ
る
と
マ
ク
フ

7
l
リ
ン
は
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
産
と
消
費
が
親
子
で
共
有
さ
れ
、
子
供
が
経
済
的
に
貢
献
す
る
社
会
か
ら
、

こ
の
よ
う
に
、
子
供
は
純
損
失
で
あ
り
、

個
人
的
利
益
を
重
視
す
る
資
本
主
義
社
会
へ
の
変
化
に
大
き
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
、
彼
は
主
張
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
マ
ク
フ
ァ

l
リ
ン
の
提
示
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
型
家
族
の
モ
デ
ル
の
大
ま
か
な
指
標
を
、
九
点
に
わ
た
っ
て
記
述
し
た
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
指
標
に
も
と
づ
い
て
、
福
沢
の
論
じ
た
文
明
化
に
お
け
る
家
族
の
特
徴
を
、
次
に
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

[
b
]
西
洋
文
明
化
に
お
け
る
家
族
関
係

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
福
沢
が
当
面
目
標
と
し
た
の
は
、
西
洋
諸
国
と
同
様
の
文
明
化
を
成
し
遂
げ
、
彼
ら
と
対
等
に
伍
し
て

い
く
こ
と
の
出
来
る
日
本
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
性
お
よ
び
家
族
の
あ
り
方
も
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
で
は
彼
の

議
論
は
、
文
明
化
の
モ
デ
ル
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
家
族
の
あ
り
方
を
、

ど
の
よ
う
に
模
倣
し
、

ま
た
は
、

日
本
の

独
自
性
を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
こ
こ
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
型
家
族
の
モ
デ
ル
の
指
標
を
使
う
こ
と
で
、
彼
の
議

論
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
ア
)

コ
ー
ト
シ
ッ
プ
の
存
在

福
沢
は
、
儒
教
の
教
え
の
た
め
に
、
男
女
が
知
り
合
う
た
め
の
交
際
の
機
会
を
持
ち
得
な
い
こ
と
が
、

日
本
に
お
い
て
対
等
な
夫
婦
関
係

の
成
立
し
に
く
い
一
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
西
洋
に
お
け
る
男
女
関
係
が
、

コ
ー
ト
シ
ッ
プ
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
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と
に
気
が
付
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
新
女
大
学
』
に
お
い
て
、
「
結
婚
は
生
涯
の
一
大
事
に
し
て
、
其
法
西
洋
諸
国
に
て
は
当
局
の
男
女

相
見
て
相
択
ぴ
、
互
に
往
来
し
互
に
親
し
み
、
い
よ
い
よ
決
心
し
て
然
る
後
父
母
に
告
げ
、
其
同
意
を
得
て
婚
式
を
行
ふ
と
云
ふ
」
(
六
|

(

閉

山

)

五

O
九
)
と
述
べ
て
、
日
本
の
結
婚
の
方
法
と
の
対
比
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
結
婚
を
前
提
と
し
た
男
女
の
交
際
を
も

含
め
て
、
男
女
聞
の
交
際
に
つ
い
て
広
く
論
じ
た
の
が
、
『
男
女
交
際
論
』

お
よ
び

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も

『
男
女
交
際
余
論
』

な
い
で
あ
ろ
う
。

(
イ
)
結
婚
の
目
的

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
型
モ
デ
ル
で
述
べ
ら
れ
た
意
味
で
の
「
生
涯
を
と
も
に
す
る
よ
き
伴
侶
を
選
ぶ
」
と
い
う
結
婚
の
目
的
は
、
福
沢
の
議
論

に
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
議
論
に
お
い
て
は
、
男
女
が
結
婚
し
て
家
族
を
作
る
こ
と
は
、
全
て
の
社
会
関
係
の
基
礎
を
成

す
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
人
生
に
お
い
て
必
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

福沢諭吉における文明と家族(3・完)

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
福
沢
は
、
全
て
の
社
会
関
係
を
連
続
的
な
も
の
と
考
え
て
お
り
、

そ
の
基
礎
は
夫
婦
と
い
う
人
間
関
係
に
あ
る

と
考
え
て
い
た
。

「
本
来
社
会
生
々
の
本
は
夫
婦
に
在
り
。
夫
婦
の
倫
、
素
れ
ず
し
て
、
親
子
の
親
あ
り
、
兄
弟
姉
妹
の
友
愛
あ
り
、
即
ち
人
間
の
家
(
ホ

l

ム
)
を
成
す
も
の
に
し
て
、
之
を
私
徳
の
美
と
云
ふ
。
内
に
私
徳
の
修
ま
る
あ
れ
ば
、
外
に
発
し
て
朋
友
の
信
と
為
り
、
治
者
被
治
者
の
義

と
為
り
、
社
会
の
交
際
法
と
為
る
可
し
。
蓋
し
社
会
は
個
々
の
家
よ
り
成
る
も
の
に
し
て
、
良
家
の
集
合
開
ち
良
社
会
な
れ
ば
、
徳
教
究
寛

の
目
的
果
し
て
良
社
会
を
得
ん
と
す
る
に
在
る
欺
、
須
ら
く
本
に
返
て
良
家
を
作
る
可
し
。
良
家
を
作
る
の
法
は
兄
弟
姉
妹
を
し
て
友
愛
な

ら
し
め
、
親
子
を
し
て
親
な
ら
し
む
る
に
在
り
。
聞
し
て
其
本
源
は
夫
婦
の
倫
理
に
発
す
る
も
の
と
知
る
可
し
。
」
二
二
|
三
九
八
)

こ
の
よ
う
に
夫
婦
と
い
う
関
係
は
、
全
て
の
人
間
関
係
の
も
と
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
当
面
必
要
だ
と
考
え
た
文
明
化
に

お
け
る
夫
婦
関
係
は
、
『
男
子
論
』
に
お
い
て
も
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
独
立
し
た
人
間
同
士
の
共
同
す
る
関
係
で
あ
っ
た
。
『
婦
人
論
後
編
』
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説

(
日
)

で
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
彼
は
、
夫
と
妻
が
共
同
し
て
家
庭
の
経
営
に
あ
た
る
と
い
う
夫
婦
関
係
を
、
当
面
の
目
標
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
主
な
機
能
は
、
子
供
を
教
育
し
、
智
徳
と
も
に
一
人
前
の
人
間
と
し
て
、
社
会
に
送
り
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
は
述
べ
る
。
「
父

自命

母
の
職
分
は
、
子
を
生
ん
で
之
に
衣
食
を
輿
ふ
る
の
み
に
て
は
未
だ
其
半
を
も
尽
く
し
た
る
も
の
に
非
ず
。
之
を
生
み
之
を
養
ひ
之
を
教
へ

て
一
人
前
の
男
女
と
為
し
、
二
代
目
の
世
に
於
て
世
間
有
用
の
人
物
た
る
可
き
用
意
を
為
し
、
老
少
交
代
し
て
こ
そ
始
て
人
の
父
母
た
る
の

名
義
に
恥
る
こ
と
な
き
を
得
ぺ
き
な
り
。
」
(
『
福
沢
文
集
』
「
教
育
の
事
」
、

四
l
三
九
八
)
「
子
を
産
ん
で
之
を
養
ひ
、
之
を
教
る
は
父
母
の

至
情
の
み
な
ら
ず
、
今
の
社
会
の
組
織
に
於
て
は
遁
る
可
か
ら
ざ
る
の
義
務
な
り
。
」
(
『
百
話
』
二
六
、
「
子
に
対
し
て
多
を
求
む
る
勿
れ
」
、

六
l
二
四
八
)

こ
の
よ
う
に
福
沢
の
考
え
る
夫
婦
は
、
社
会
の
構
成
員
と
し
て
の
子
供
を
教
育
す
る
と
い
う
任
務
を
帯
ぴ
て
お
り
、

そ
れ
に

よ
り
社
会
の
継
続
を
保
証
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
ウ
)

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ

こ
の
よ
う
な
夫
婦
関
係
の
成
立
に
当
た
っ
て
は
、
福
沢
も
損
益
計
算
が
行
な
わ
れ
得
る
と
考
え
て
い
た
。
『
男
子
論
』
に
お
い
て
彼
は
、

夫
婦
の
生
活
は
独
身
の
時
に
比
べ
て
、
「
恰
も
一
生
の
苦
労
を
二
重
に
し
た
る
姿
」
(
五
|
六
一
八
)

で
あ
り
、
「
一
人
に
し
て
二
人
前
の
勤

を
勤
る
の
責
に
当
る
は
、
不
利
益
な
る
が
如
く
」
(
同
)
思
わ
れ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て

つ
こ
と
を
、
苦
労
が
ふ
え
る
代
わ
り
に
、
喜
び
も
増
す
「
苦
楽
の
交
易
」
(
六
二
四
二
)

『
福
翁
百
話
』
に
お
い
て
、
結
婚
し
て
家
族
を
持

で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
に
家
族
を
持
ち
苦
楽
を
多
く
経
験
す
る
こ
と
は
、
「
人
間
活
動
の
区
域
を
大
に
す
る
も
の
」
(
六
l
二
四
三
)
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

損
益
計
算
に
お
い
て
、
独
身
よ
り
も
結
婚
を
選
択
す
べ
き
だ
と
い
う
福
沢
の
議
論
は
、
説
得
力
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
損
益
計
算
を
超
え
て
結
婚
を
選
択
さ
せ
る
「
ロ
マ
ン
テ
イ
y

ク
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
要
素
も
、
福
沢
の
議
論
に
は
存
在
し
な
い
。

福
沢
は
、
家
族
関
係
に
つ
い
て
「
理
の
方
よ
り
論
ず
れ
ば
、
家
の
主
人
が
独
り
辛
苦
し
て
、
年
老
い
た
る
父
母
を
養
ひ
、
又
幼
少
な
る
子

供
を
育
つ
る
は
、
誠
に
面
倒
に
し
て
且
入
費
も
少
か
ら
ず
、
割
合
に
於
て
損
毛
な
れ
ど
も
、
之
を
偉
ら
ざ
る
の
み
か
、
損
毛
し
な
が
ら
父
母
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妻
子
の
喜
ぶ
を
見
て
自
分
も
共
に
喜
ぶ
は
人
情
の
常
な
り
」
(
『
通
俗
道
徳
論
』
、

一
O
|
一
一
四
)

と
述
べ
、
損
益
計
算
を
こ
え
て
家
族
関

係
を
成
立
さ
せ
る
要
素
と
し
て
、
「
人
情
」
の
存
在
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
が
「
ロ
マ
ン
テ
イ
y

ク
・
ラ
ヴ
」
に
代
わ
っ
て
夫
婦
問
に
存
在
す
べ
き
だ
と
考
え
た
の
は
、

互
い
の
「
敬
意
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
も
相
手
を
他
者
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
の
如
く
男
女
が
溶
け
合
っ
て
一
体
と
な

る
こ
と
と
は
、
全
く
異
な
る
態
度
で
あ
っ
た
。
福
沢
の
「
個
人
の
独
立
L

と
い
う
考
え
は
、
夫
婦
問
に
お
い
て
も
貫
徹
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

彼
は
、
西
洋
の
夫
婦
関
係
に
お
い
て
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
べ
き
要
素
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
「
西
洋
諸
国
に
て
夫
婦
た
る
も
の
は
、
男
女
相
互
に
自
ら
撰
て
先
づ
歓
心
を
通
ず
、
之
を
「
ス
ウ
イ

l
ト
・
ハ

1
ト
」
と
云
ふ
、
蓋
し

甘
情
の
義
な
り
、
情
の
甘
き
こ
と
蜜
の
如
く
飴
の
知
く
、
相

E
に
親
し
み
相
互
に
信
じ
、
是
れ
な
れ
ば
大
丈
夫
と
云
ふ
処
に
て
始
め
て
公
然

た
る
夫
妻
の
約
を
結
ぶ
L

(

『
養
子
養
子
た
ら
ず
』
、
八
|
五
五
七
)
し
か
し
、
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
と
、
彼
自
身
の
考
え
る
「
敬
意
」

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

と
い
う
概
念
の
違
い
を
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
家
族
と
い
う
領
域
は
、
社
会
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
制
度
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
結

婚
し
て
子
供
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
の
人
間
の
成
す
べ
き
責
務
で
あ
り
、
人
間
活
動
に
お
け
る
当
然
の
過
程
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
機
能
を
家
族
が
担
っ
て
い
る
が
故
に
、
結
婚
に
当
た
っ
て
は
、
良
い
子
孫
を
産
む
た
め

に
血
統
に
注
意
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
(
『
血
統
論
』
、
九
l
四
四
六
)

(
エ
)
結
婚
の
決
定
権

結
婚
が
独
立
し
た
人
間
同
士
の
関
係
で
あ
れ
ば
、

そ
の
決
定
は
、
両
者
の
合
意
の
み
に
基
づ
く
べ
き
だ
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
福
沢
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
明
確
に
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
男
女
の
意
思
が
、
ま
わ
り
か
ら
の
干
渉
に
よ
り
貫
徹
し
得
な
い
場

合
と
し
て
、
心
中
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
(
『
男
女
交
際
論
』
、

五
ー
五
九
八
)
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説

彼
は
、
「
今
日
両
性
の
気
品
を
高
尚
に
し
て
其
交
際
を
広
く
し
、
随
て
結
婚
の
契
約
を
も
自
由
自
在
な
ら
し
め
ん
と
す
る
」
(
『
新
女
大
学
』
、

論

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な
意
思
に
も
と
づ
く
結
婚
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

「
社
会
改
良
の
時
節
を
待
つ
」
(
同
)
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
日
本
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
き
た
、
父
母
が

六
1

五
一
一
)

こ
と
を
長
期
的
に
は
目
指
し
て
い
た
。

適
当
な
相
手
を
見
付
け
、
本
人
の
意
向
に
よ
り
結
婚
を
す
す
め
る
と
い
う
方
法
も
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
(
『
新
女

大
学
』
、
六
l
五
一

O
)
し
か
し
決
定
に
際
し
て
、
「
父
母
の
意
見
を
以
て
子
に
強
ふ
る
は
尚
ほ
尚
ほ
叶
は
ぬ
こ
と
」
(
『
女
大
学
評
論
』
、
六

ー
四
七
一
)
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た
。
他
方
、
子
供
に
は
、
「
父
母
在
ま
す
と
き
は
打
明
け
相
談
し
て
同
意
を
求
む
る
こ
そ
穏
な
れ
」
(
同
)

と
す
す
め
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。

(
オ
)
単
婚
制
と
結
婚
の
持
続
性

単
婚
制
と
結
婚
に
お
け
る
持
続
性
の
要
求
は
、
福
沢
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
強
く
主
張
し
つ
づ
け
た
テ

l
マ
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
彼
の
男
女
関
係
に
関
す
る
論
説
に
お
い
て
、
「
一
夫
一
婦
借
老
同
穴
L

は
終
始
変
ら
ぬ
主
張
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
「
一
夫
一
婦
倍

老
同
穴
」
を
日
本
の
男
女
関
係
に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
に
、
男
子
の
不
品
行
を
攻
撃
し
、
女
性
の
地
位
を
上
げ
よ
う
と
闘
っ
た
。

福
沢
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
結
婚
に
至
る
過
程
と
、
結
婚
の
あ
り
方
が
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
彼
は
、
離
婚
を
論

じ
た
一
連
の
論
説
に
お
い
て
、
西
洋
諸
国
に
お
け
る
よ
う
に
、

コ
ー
ト
シ
ッ
プ
に
よ
る
男
女
の
交
際
を
経
た
う
え
で
の
結
婚
と
、
男
女
が
互

い
に
よ
く
知
合
わ
ず
に
結
婚
す
る
、

日
本
で
の
結
婚
方
法
と
の
対
比
を
行
な
っ
て
い
る
。
彼
は
、
当
面
の
西
洋
文
明
化
に
お
い
て
「
一
夫
一

婦
借
老
同
{
八
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

福
沢
の
考
え
る
家
族
の
主
な
機
能
が
子
供
の
教
育
に
あ
る
と
し
た
ら
、
結
婚
生
活
に
お
い
て
、
子
供
の
存
在
は
当
然
予
定
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
供
は
「
家
」

の
存
続
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の
存
続
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
夫
婦
に

子
供
が
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
離
婚
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
彼
は
考
え
た
。
『
女
大
学
評
論
』
に
お
い
て
彼
は
、
「
子
な
き
女
は
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去
る
」
と
い
う
離
婚
理
由
が
科
学
的
根
拠
を
持
た
ず
、
男
性
側
か
ら
の
離
婚
理
由
に
だ
け
使
わ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
(
六
l
四
七
三
)

彼
に
お
い
て
「
一
夫
一
婦
倍
老
同
穴
」
と
い
う
結
婚
契
約
は
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、

そ
れ
故
そ
れ
を
誠
実
に
遂

行
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
夫
婦
が
一
生
を
共
に
生
き
る
こ
と
を
、
福
沢
は
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
死
亡
し
た
場
合
、

日
本
に
お
い
て
は
、
男
性
だ
け
が
再
婚
を
奨
励
さ
れ
、
女
性
の
再
婚
は
阻
害
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
彼
は
批
判
し
、
女
性
の
再
婚
を
弁

護
し
て
い
る
。
(
『
婦
人
論
』
、

五
ー
四
五
九
、
『
百
話
』

四
四
、
「
婦
人
の
再
婚
」
、
六
二
七
五
)

彼
は
こ
の
よ
う
な
「
一
夫
一
婦
借
老
同
穴
」
を
建
前
と
し
て
い
る
西
洋
諸
国
に
お
い
て
、
姦
通
な
ど
が
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
理
解

し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
裏
側
の
事
実
で
あ
り
、

そ
れ
故
福
沢
は
、
『
男
子
論
』
な
ど
に
お
い
て
、
男
性
の
不
品
行
を
せ

め
て
隠
す
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
文
明
の
眼
」
(
五
|
五
六
七
)

福沢諭吉における文明と家族(3・完)

カ
)
結
婚
に
お
け
る
階
層
的
流
動
性

福
沢
は
、
『
血
統
論
』
に
お
い
て
、
西
洋
に
お
け
る
結
婚
相
手
の
選
択
法
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
彼
の
国
人
結
婚
の
実
際
を
見

る
に
、
第
一
要
は
其
家
の
貧
富
に
し
て
、
第
二
要
は
顔
色
の
醜
美
、
第
三
要
は
当
人
の
有
病
無
病
の
観
察
な
れ
ど
も
:
:
:
・
:
結
婚
の
法
、
極

め
て
無
頓
着
な
り
と
云
ふ
可
し
。
」
(
九
四
四
六
)

こ
れ
に
対
し
、
「
我
日
本
国
に
て
は
、
封
建
の
時
代
に
於
て
専
ら
門
閥
を
重
ん
じ
、
膏
に
貴
族
士
族
が
其
族
称
に
制
せ
ら
れ
て
男
女
不
相

応
な
る
結
婚
を
す
る
の
み
な
ら
ず
、
百
姓
も
町
人
も
各
家
柄
な
る
者
を
持
張
、
又
交
通
の
不
便
利
よ
り
し
て
親
類
相
互
に
重
縁
な
る
を
悦
て
、

結
婚
甚
だ
自
由
な
ら
ず
。
門
閥
家
柄
の
為
に
は
当
人
の
醜
美
、
家
の
貧
富
を
も
顧
る
に
遣
あ
ら
ず
、
夫
婦
の
年
令
さ
へ
例
外
の
不
釣
合
を
忍

ぶ
、
況
や
其
有
病
無
病
に
於
て
を
や
、
殆
ど
思
考
の
外
と
も
云
ふ
可
き
様
に
し
て
、
西
洋
諸
国
に
比
す
れ
ば
全
く
風
習
を
異
に
し
た
る
者
な

り
。
(
し
か
し
、
維
新
に
よ
り
)

門
関
懸
隔
の
不
平
よ
り
市
民
平
等
の
平
に
帰
し
、
結
婚
の
法
の
如
き
も
男
女
相
互
に
其
家
筋
を
聞
は
ざ
る
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説

と
同
時
に
、
本
人
の
有
病
無
病
を
聞
は
ず
、
其
血
統
の
如
何
を
聞
は
ず
、
其
家
の
貧
富
さ
へ
聞
は
ず
、
選
択
の
標
準
は
殆
ど
皆
無
に
し
て
、

唯
僅
に
顔
色
醜
美
の
一
要
の
み
を
残
し
、
顔
色
さ
へ
美
な
る
者
あ
れ
ば
手
当
り
次
第
に
相
結
ぶ
も
之
を
答
る
者
あ
る
を
聞
か
ず
。
」
(
同
)

論

彼
は
こ
の
よ
う
に
流
動
的
に
な
っ
た
結
婚
相
手
の
選
択
に
対
し
、
「
自
由
も
亦
極
る
が
知
く
な
れ
ど
も
、
社
会
全
体
の
為
に
人
種
の
改
良

進
歩
を
謀
る
と
き
は
、
憂
ふ
可
き
の
大
な
る
者
と
云
ふ
可
き
な
り
」
(
同
)

と
述
べ
て
異
義
を
表
明
し
て
い
る
。
福
沢
は
、

日
本
を
西
洋
諸

国
に
伍
し
て
い
く
こ
と
の
出
来
る
国
に
す
る
た
め
に
、
人
種
の
改
良
と
い
う
要
素
を
常
に
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
社
会
を
進
歩

さ
せ
る
た
め
良
い
人
材
を
育
て
る
こ
と
は
、
家
族
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
結
婚
に
当
た
っ
て
は
、
慎
重
な
考
慮
が
要
求
さ

(ロ)

れ
た
の
で
あ
る
。

(
キ
)
子
供
を
持
つ
こ
と
の
意
味

福
沢
の
家
族
観
に
お
い
て
、
子
供
は
一
方
的
な
コ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
「
苦
労
」
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、

な
お
か
つ
「
楽
し
み
」
を
も
供
給
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
子
供
を
育
て
る
と
い
う
行
為
は
、
人
間
活
動
の
範
囲
を
拡
げ
る
も
の

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
(
『
百
話
』
二
三
、
「
苦
楽
の
交
易
」
、
六
二
四
二
)

結
婚
の
目
的
に
関
連
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
論
説
に
お
い
て
、
子
供
を
持
つ
こ
と
の
意
味
は
、
親
の
教
育
責
任
と
の
関
連
で
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
彼
は
、
男
女
が
結
婚
し
て
子
供
を
育
て
る
こ
と
は
私
的
な
活
動
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
社
会
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
と

考
え
て
い
た
。
『
中
津
留
別
の
書
』
に
お
い
て
、
彼
は
そ
う
し
た
考
え
を
、

や
や
観
念
的
に
表
明
し
て
い
る
。
「
人
の
父
母
た
る
者
其
子
に
対

し
て
我
生
た
る
子
と
唱
へ
、
手
も
て
造
り
金
も
て
買
ひ
し
道
具
な
ど
の
知
く
思
ふ
は
大
な
る
心
得
違
ひ
な
り
。
天
よ
り
人
に
授
か
り
た
る
賜

な
れ
ば
、
こ
れ
を
教
育
し
、
:
:
・
:
:
一
人
前
の
人
間
に
仕
立
る
こ
と
、
父
母
の
役
目
な
り
、
天
に
対
し
て
の
奉
公
な
り
。
」
(
二
O

|
五
二

晩
年
に
至
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
家
族
の
持
つ
社
会
的
役
割
に
関
す
る
見
解
は
、

や
や
緩
和
さ
れ
た
形
で
あ
れ
、
持
続
し
て
い
た
。
「
抑

も
子
を
教
る
は
父
母
の
責
任
に
し
て
、
子
を
思
ふ
の
私
情
に
出
る
も
の
な
り
。
:
・
:
:
:
左
れ
ば
父
母
の
子
を
教
る
は
天
然
の
至
情
よ
り
出
で
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て
全
く
私
の
事
な
れ
ど
も
、
其
私
事
の
成
績
は
以
て
天
下
公
共
の
利
益
た
る
可
し
。
亦
是
れ
人
聞
社
会
の
妙
機
と
云
ふ
も
可
な
り
。
」
(
『
国

民
の
教
育
』
、

一
一
一
一
九
九
)
す
な
わ
ち
福
沢
は
、
人
聞
が
結
婚
し
て
子
供
を
産
み
、

そ
れ
を
育
て
る
と
い
う
行
為
は
、
人
聞
が
本
来
持

っ
て
い
る
「
情
」
に
も
と
づ
く
も
の
だ
が
、

そ
れ
が
同
時
に
社
会
的
な
要
請
に
も
こ
た
え
る
機
能
を
は
た
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

る

彼
は
、
家
庭
に
お
け
る
子
供
へ
の
教
育
機
能
を
重
視
し
、

そ
の
方
法
を
折
に
ふ
れ
て
論
じ
た
。
そ
し
て
、

な
か
で
も
彼
が
重
要
だ
と
考
え

た
の
は
、
両
親
の
子
供
に
対
す
る
道
徳
的
影
響
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
男
性
の
不
品
行
が
断
固
と
し
て
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
ク
)
親
子
聞
の
経
済
関
係

福
沢
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
親
子
閣
の
独
立
し
た
経
済
関
係
を
、

よ
く
理
解
し
て
い
た
。
彼
は
そ
の
様
子
を
、

つ
ぎ
の

よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

福沢諭吉における文明と家族(3・完)

「
西
洋
は
不
孝
の
固
な
り
。
心
身
の
独
立
を
尊
ぶ
の
旨
を
拡
張
し
て
親
子
の
間
に
も
波
及
し
、
有
も
丁
年
以
上
の
子
は
子
に
し
て
子
に
非
ず
。

親
子
既
に
財
産
を
分
離
す
れ
ば
互
に
相
依
ら
ず

E
に
相
助
け
ず
、
父
子
財
を
争
ふ
て
法
庭
に
訴
る
が
知
き
は
尋
常
の
事
に
し
て
怪
し
む
者
も

な
し
。
」
(
『
道
徳
の
議
論
は
軽
操
に
判
断
す
可
ら
ず
』
、

八
ー
六
五
二
)

こ
の
よ
う
に
西
洋
の
個
人
主
義
的
な
親
子
関
係
を
批
判
し
て
は
い
て
も
、
彼
は
、
親
が
経
済
的
に
子
供
に
依
存
す
る
こ
と
を
諌
め
て
い
た
。

「
父
母
の
其
子
に
命
令
し
差
回
し
て
意
の
如
く
す
る
は
之
に
衣
食
を
与
へ
て
養
育
す
る
間
の
こ
と
に
し
て
、
其
後
は
専
ら
情
愛
を
以
て
交
る

の
み
。
」
(
『
百
話
』
二
九
、
「
成
年
に
達
す
れ
ば
独
立
す
可
し
L

、
六
|
二
五
三
)
「
自
身
肉
体
の
保
養
を
子
に
促
す
に
至
て
は
、
柳
か
所
望
の

区
域
を
逸
し
た
る
も
の
の
如
し
。
」
(
『
百
話
』
二
六
、
「
子
に
対
し
て
多
を
求
む
る
勿
れ
L

六
l
二
四
八
)
そ
し
て
子
供
に
対
し
て
は
、
「
生

れ
て
父
母
に
養
は
れ
て
身
分
相
応
の
教
育
を
受
け
た
る
上
は
、
死
に
至
る
ま
で
自
活
の
覚
悟
な
か
る
可
ら
ず
」
(
同
)
と
成
人
し
た
後
は
、

北法44(6・221)1633 



説

親
に
頼
ら
な
い
よ
う
に
と
勧
告
し
た
。

こ
の
よ
う
に
独
立
し
た
親
子
関
係
を
め
ざ
し
て
い
た
福
沢
は
、

日
本
に
お
い
て
も
、
結
婚
し
た
夫
婦
が
両
親
と
別
居
す
る
こ
と
を
す
す
め

E命

て
い
た
。
「
世
間
に
は
男
女
結
婚
の
後
、
両
親
に
分
れ
て
別
居
す
る
者
あ
り
。
頗
る
人
情
に
通
じ
た
る
処
置
と
云
ふ
べ
し
。
:
:
・
:
:
仮
令
ひ

同
居
し
て
も
老
少
両
夫
婦
の
聞
は
相
互
に
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、
其
自
由
に
任
せ
其
天
然
に
従
て
、
双
方
共
に
苦
労
を
去
る
事
、
人
間
居
家

の
極
意
な
る
べ
し
。
」
(
『
女
大
学
評
論
』
、
六
|
四
七
九
)

も
し
も
別
居
が
難
し
い
場
合
に
は
、
「
竃
を
別
に
す
る
」
(
『
新
女
大
学
』
、
六
|
五

二
二
)
事
だ
け
は
必
要
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
親
子
の
あ
い
だ
に
適
当
な
距
離
を
お
く
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
経
済
に
関
し
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
親
子
の
「
情
」
に
お
い
て
は
、

親
密
で
あ
る
こ
と
が
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
真
の
親
子
が
親
子
の
思
い
や
り
を
欠
い
て
、
財
産
を
争
っ
た
り
す
る
よ
う
な
事
態
は
、
福
沢

の
全
く
予
定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
親
は
そ
の
子
に
対
し
て
、
「
唯
そ
の
情
の
厚
く
し
て
優
し
き
を
愛
す
る
の
み
。
他
に
求
る
所
は
あ

る
可
ら
ず
。
:
・
:
:
:
左
れ
ば
、
父
母
は
慈
愛
深
く
し
て
子
は
孝
行
を
尽
し
、
互
の
聞
に
隔
意
な
し
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
其
子
既
に
成
長
し
て

独
立
の
男
女
と
為
る
上
は
、
父
母
の
求
む
る
所
に
も
白
か
ら
制
限
な
き
を
得
ず
。
況
ん
や
親
子
財
物
の
争
よ
り
し
て
、
却
て
大
切
な
る
情
を

損
ず
る
こ
と
さ
へ
あ
る
に
於
い
て
を
や
。
能
く
能
く
注
意
す
可
き
所
の
も
の
な
り
。
」
(
『
百
話
』
二
六
、
「
子
に
対
し
て
多
を
求
む
る
勿
れ
L

、

六
二
四
人
)
す
な
わ
ち
、
経
済
的
に
は
完
全
に
分
離
し
た
う
え
で
、
親
子
の
情
を
全
う
す
る
関
係
を
、
彼
は
望
ま
し
い
も
の
だ
と
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

(
ケ
)
危
険
保
障
と
し
て
の
子
供

西
洋
に
お
い
て
、
親
が
老
後
も
子
供
に
頼
ら
ず
生
き
る
様
を
、
福
沢
は
『
老
荘
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。
「
西
洋
諸

固
に
て
は
日
本
支
那
の
如
く
家
を
以
て
社
会
の
基
礎
と
為
す
こ
と
な
く
、

一
箇
人
々
自
か
ら
社
会
を
組
織
す
る
が
故
に
、
父
母
も
白
か
ら
身

に
資
給
す
る
程
の
財
産
を
有
し
て
、
死
没
す
る
ま
で
は
其
全
額
を
子
女
に
譲
ら
ず
、
独
立
の
支
旺
盛
に
し
て
白
か
ら
其
力
に
食
み
、
従
ひ
屈

北法44(6・222)1634



強
の
子
女
あ
り
て
も
其
身
体
の
強
健
な
る
以
上
は
白
髪
を
振
て
社
会
の
事
に
干
興
す
る
を
常
と
す
」
。
(
一

O
|三
O
二
)

そ
し
て
彼
は
、
独
立
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。
「
抑
も
人
生
独
立
の
本
相
を
云
へ
ば
、
生
れ
て
父
母
に
養
は
れ
て
身
分
相
応

の
教
育
を
受
け
た
る
上
は
、
死
に
至
る
ま
で
自
活
の
覚
悟
な
か
る
可
ら
ず
。
即
ち
心
身
の
屈
強
な
る
聞
に
、
労
し
て
白
か
ら
衣
食
す
る
と
同

時
に
、
老
後
の
用
意
肝
要
な
る
所
以
な
り
。
」
(
『
百
話
』
二
六
、
「
子
に
対
し
て
多
を
求
む
る
勿
れ
」
、
六
l
二
四
八
)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
独
立
し
た
個
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
語
っ
て
も
、
現
実
の
世
界
は
、
こ
の
よ
う
な
親
子
関
係
を
全
く
前
提
と
し
て
い

な
か
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
教
会
や
慈
善
団
体
、
そ
し
て
国
家
が
引
き
受
け
て
き
た
、
様
々
な
災
難
に
対
す
る
危
険
保
障
は
、

日
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
財
産
を
子
供
に
譲
り
扶
養
し
て
も
ら
う
こ
と
を
や
め
る
な
ら
ば
、
代
わ
っ
て
自
分
で
財
産
管
理
を

行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
福
沢
が
明
治
一
四
年
に
設
立
し
、

関
係
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
彼
の
、

そ
こ
に
自
ら
加
入
し
た
「
明
治
保
険
会
社
」
は
、
こ
の
よ
う
な
親
子

ひ
と
つ
の
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

[

C

]

福
沢
の
議
論
の
特
色

以
上
の
よ
う
に
、
福
沢
が
当
面
の
西
洋
文
明
化
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
論
じ
た
家
族
に
関
す
る
議
論
を
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
型
家
族
の
モ
デ

ル
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
が
西
洋
文
明
に
お
け
る
家
族
関
係
を
、
非
常
に
的
確
に
捉
え
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

福
沢
は
、
結
婚
に
至
る
前
提
と
し
て
男
女
交
際
の
重
要
性
を
唱
え
て
お
り
、
結
婚
の
決
定
に
関
し
て
は
、
損
益
計
算
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を

予
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
単
婚
制
と
結
婚
の
持
続
性
は
、
彼
が
生
涯
強
く
主
張
し
続
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
夫
婦
問
そ
し
て
親
子
の

間
に
お
い
て
も
、
財
産
関
係
は
互
い
に
独
立
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
年
老
い
て
か
ら
も
子
供
に
頼
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
勧
告
し

て
い
た
。
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説

福
沢
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
社
会
構
造
を
西
欧
社
会
の
発
展
の
も
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
う
か
が
う

」
と
が
で
き
る
。

論

「
古
来
我
国
の
習
慣
は
利
己
主
義
を
以
て
殊
の
外
卑
劣
な
る
も
の
の
知
く
に
考
へ
、
仮
令
へ
心
中
絡
に
此
主
義
に
帰
依
し
て
之
を
信
仰
す

る
者
あ
る
も
、
世
の
中
の
空
気
は
公
然
之
を
表
面
に
露
す
を
許
さ
ず
、
其
内
心
は
兎
も
角
も
表
向
は
国
を
愛
し
て
国
の
為
め
に
す
る
な
ど
と
、

漠
然
と
し
て
唯
耳
に
響
の
善
き
言
葉
を
用
ひ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
勢
な
れ
ど
も
、
是
れ
は
大
な
る
間
違
に
て
、
人
聞
社
会
の
今
日
ま
で
に
進
歩

し
た
る
は
、
全
く
人
に
利
己
の
主
義
を
存
し
、
人
々
能
く
此
主
義
に
違
は
ず
し
て
之
を
守
り
た
る
の
成
跡
に
し
て
、
今
後
の
進
歩
も
亦
必
ず

此
主
義
に
依
頼
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
:
:
・
:
:
(
経
済
学
も
議
院
政
治
も
)
周
よ
り
世
の
為
め
国
の
為
め
な
ど
云
ふ
大
造
な
る
の
事
柄
に
依
て
出

き
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
全
く
己
れ
の
事
は
己
れ
に
取
て
之
を
行
ひ
、
人
に
頼
ま
ず
又
頼
ま
れ
ず
と
の
利
己
主
義
よ
り
外
な
ら
ず
。
:
・
:
:
:

蓋
し
天
下
と
は
個
々
人
々
の
集
合
し
た
る
も
の
を
総
称
し
た
る
名
目
に
し
て
、

一
人
一
個
の
外
に
天
下
な
る
も
の
あ
る
可
ら
ず
。
故
に
人
々

自
ら
そ
れ
の
利
を
謀
り
て
、
他
人
に
依
頼
せ
ず
又
他
人
の
依
頼
を
受
け
ず
、

一
宅
も
輿
へ
ず
し
て
、
独
立
独
行
の
本
分
を
守
り
た
ら
ば
、
期

せ
ず
し
て
白
か
ら
天
下
の
利
益
と
な
り
、
天
下
は
円
滑
に
治
る
べ
し
。
」
(
『
漫
に
大
望
を
抱
く
勿
れ
』
、

一一一

l
一
八
六
)

こ
う
し
た
西
洋
社
会
の
あ
り
方
に
対
し
、

日
本
が
家
を
単
位
と
し
た
社
会
で
あ
る
と
福
沢
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た

荘
論
』

か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
対
し
彼
は
、
個
人
の
独
立
の
重
要
性
を
唱
え
て
止
ま
な
か
っ
た
。
個
人
の
「
私
」
が
保
証
さ
れ

た
う
え
で
、
社
会
関
係
が
成
立
す
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
独
立
し
た
個
人
を
基
本
と
し
て
社
会
を
構
成
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼
は
西
洋
社
会
を
見
習
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。

そ
し
て
、
独
立
し
た
個
人
か
ら
成
る
社
会
の
一
部
を
構
成
す
る
家
族
関
係
に
関
し
て
も
、

そ
れ
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
必
要
な
条
件
を
、
彼

は
よ
く
理
解
し
、
西
洋
に
倣
お
う
と
し
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
彼
の
家
族
論
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
モ
デ
ル
と
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

北J去44(6・224)1636 
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い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
、
彼
の
考
え
た
日
本
の
西
洋
文
明
化
に
お
け
る
望
ま
し
い
家
族
形
態
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
モ

デ
ル
と
は
異
な
る
こ
と
に
気
付
く
。
福
沢
の
考
え
た
家
族
に
お
い
て
、
結
婚
の
目
的
は
、
生
涯
を
と
も
に
す
べ
き
よ
き
伴
侶
を
選
ぶ
と
い
う

よ
り
、
子
供
を
育
て
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
た
。
結
婚
の
決
定
に
際
し
て
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
相
手
の

し
か
し
我
々
は
、

選
択
に
関
し
て
は
、
血
統
に
注
意
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。

結
婚
に
関
す
る
「
ロ
マ
ン
テ
イ

y

ク
・
ラ
ヴ
」
の
機
能
は
、
マ
ク
フ
ァ

l
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
は
、

ば
ら
ば
ら
の
個
人
と
し
て
存
在
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
男
女
が
、
互
い
に
融
合
し
た
関
係
を
つ
く
り
出
す
た

め
の
動
機
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
婚
関
係
に
お
い
て
の
み
、
個
々
人
は
、
他
の
人
間
と
一
体
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来

，.。
手ム

マ
ク
フ

7
1
リ
ン
は
、

ウ
ェ

l
パ
l
に
関
す
る
研
究
を
引
用
し
て
、
こ
の
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
と
資
本
主
義
の
関
係
を
解
説
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ウ
ェ

l
パ

l
は
、
資
本
主
義
経
済
が
高
度
に
発
達
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
が

福沢諭吉における文明と家族(3・完)

不
可
欠
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
合
理
的
な
利
潤
追
求
の
障
害
と
な
る
性
欲
を
飼
い
馴
ら

し
、
ひ
と
つ
の
回
路
に
導
く
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
資
本
主
義
が
発
達
し
て
、
社
会
が
次
第
に
官
僚
化
し
、
合
理
的
に
な
っ
て
い
く

に
従
い
、
個
人
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
衝
動
的
で
非
合
理
的
な
感
情
が
発
達
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
、

ウ
ェ

1
パ
l
は
見
て
い
た
。
そ

れ
は
、
徹
底
し
た
合
理
性
の
支
配
す
る
社
会
に
お
い
て
、
際
限
な
き
自
己
投
与
を
促
し
、
他
の
人
間
と
の
魂
の
融
合
を
達
成
す
る
。
そ
れ
に

(
日
)

よ
り
ば
ら
ば
ら
な
個
人
は
孤
独
を
克
服
し
、
限
り
な
き
合
理
的
選
択
過
程
か
ら
は
な
れ
て
、
休
息
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
社
会
は
基
本
的
に
ば
ら
ば
ら
な
個
人
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
個
々
人
を
結
ぶ
も
の
は
、

合
理
的
な
判
断
に
基
づ
く
契
約
関
係
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
夫
婦
関
係
だ
け
が
例
外
を
な
し
て
お
り
、
夫
婦
は
「
ロ
マ
ン
テ
イ
ツ

ク
・
ラ
ヴ
」
の
働
き
に
よ
り
、

互
い
に
溶
け
合
い
、

一
体
と
し
て
の
存
在
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
「
ベ
タ

l
・
ハ

1
フ
」
と
い
う
言
葉
が
そ
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説

の
関
係
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
夫
婦
は
一
体
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
二
人
で
ひ
と
つ
の
単
位
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
財
産
権
に
関
し
て
い
え
ば
、
結
婚
関
係
に
お
い
て
は
、
妻
の
財
産
権
を
夫
が
代
わ
り
に
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
も
行
な

(
H
H
)
 

わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

論

福
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
感
情
の
裏
付
け
な
し
に
、
夫
婦
関
係
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
。
人
間

が
結
婚
し
、
家
族
を
持
つ
こ
と
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
生
き
る
人
間
に
と
り
必
然
の
過
程
で
あ
り
、
家
族
は
、
社
会
を
存
続
さ
せ
る
た
め

に
必
要
な
制
度
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
福
沢
の
議
論
に
お
い
て
は
、
家
族
の
機
能
と
し
て
子
供
を
育
て
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。
し

か
し
、
家
族
は
単
に
制
度
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
家
族
の
な
か
は
「
情
愛
」
と
い
う
感
情
に
よ
り
結
ぼ
れ
て
い
る
と
福
沢
は
考
え

て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
家
族
が
社
会
的
存
続
の
た
め
に
必
要
な
制
度
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
子
供
の
教
育
は
そ
こ
で
の
重
要
な
機
能
と
し
て
論
じ
ら

れ
た
し
、

よ
い
子
供
を
得
る
た
め
に
、
血
統
に
注
意
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
ま
た
、

そ
の
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ

が
役
割
を
分
担
し
、
共
同
し
て
家
族
の
機
能
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
家
族
の
背
景
の
も
と
に
、
智
徳
共
に
立
派
に
修
め

た
独
立
し
た
人
聞
が
育
て
ら
れ
る
こ
と
を
、
福
沢
は
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
福
沢
の
社
会
観
に
お
い
て
、
家
族
は
、
個
人
と
社
会
の
聞
を
つ
な

ぎ
、
独
立
し
た
個
人
を
社
会
に
供
給
す
る
と
い
う
機
能
を
担
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ク
フ

7
1
リ
ン
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
資
本
主
義
文
明
を
成
立
さ
せ
た
要
素
と
し
て
、
政
治
、
経
済
、
宗
教
そ
し
て
家
族
と
い
う
四
つ

(
日
)

の
要
素
を
あ
げ
て
い
る
が
、
福
沢
は
、
「
文
明
に
お
け
る
立
国
の
四
元
素
」
(
一
一
ー
ー
一
九

O
)
と
し
て
、
政
治
、
商
売
、
宗
教
そ
し
て
教
育

を
掲
げ
て
い
る
。
彼
が
、
教
育
は
家
庭
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
し
ば
し
ば
主
張
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
彼
は
、
西
欧
に
お
け
る

資
本
主
義
文
明
の
構
造
を
、
正
確
に
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
家
族
と
い
う
要
素
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
も
の
と
は
、

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
家
族
は
一
体
化
し
た
夫
婦
に
ま
で
縮
小
さ
れ
て
お
り
、
子
供
を
社
会
に
析
出
す
る
と
い
う
消
極
的
な
意
味

で
、
資
本
主
義
文
明
の
発
達
を
促
進
す
る
機
能
を
果
た
し
た
。
人
々
は
、
孤
立
し
た
個
人
と
し
て
社
会
に
存
在
し
、
契
約
を
通
じ
て
他
の
人

問
と
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
孤
立
し
た
個
人
が
融
合
し
た
関
係
を
結
ぶ
の
は
、
唯
一

「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
に

も
と
づ
く
男
女
関
係
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
家
族
と
は
、
厳
密
に
は
夫
婦
の
こ
と
を
意
味
し
、
「
親
子
は
他
人
の
始
ま
り
」

な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
福
沢
は
、
夫
婦
関
係
を
全
て
の
人
間
関
係
の
基
本
と
し
て
考
え
て
い
た
。
彼
の
社
会
観
に
お
い
て
、
独
立
し
た
個
人
と
社

会
と
の
関
わ
り
は
、
夫
婦
を
始
ま
り
と
し
て
、
家
族
、
国
家
へ
と
連
続
的
に
拡
大
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
拙
稿
「
序
説
」
に
お

い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
福
沢
は
、
当
時
の
文
明
段
階
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
に
拡
大
し
て
い
く
べ
き
人
間
関
係
の
う
ち
、
家
族
と
い
う
領

域
ま
で
が
、
独
立
し
た
人
間
の
「
徳
」
に
発
す
る
「
情
愛
」

の
支
配
す
る
領
域
だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
他
の
社
会
領
域
は
、
契
約
や
規

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

則
に
よ
り
人
間
関
係
が
結
ぼ
れ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
福
沢
は
、
家
族
外
の
社
会
領
域
に
お
い
て
は
、
独
立
し
た
個
人
と
個
人
の
結
び
つ
き
が
、
契
約
に
も
と
づ
く
も
の
に
な
る
と
論

じ
る
点
で
、
資
本
主
義
文
明
に
お
け
る
社
会
領
域
内
の
人
間
関
係
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
中
に
必
然
的
に
生
じ
る
、
人

間
の
融
合
関
係
と
し
て
の
家
族
に
関
し
て
、
西
洋
文
明
に
お
け
る
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
像
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

福
沢
の
議
論
に
お
け
る
家
族
は
、
基
本
的
に
は
夫
婦
と
子
供
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
聞
は
、
「
情
愛
」
に
よ
り
結
ぼ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
に
も
と
づ
く
融
合
関
係
と
は
異
な
り
、
彼
の
考
え
た
家
族
は
、
個
々
人

の
独
立
が
そ
の
ま
ま
保
た
れ
る
共
同
体
(
も
し
く
は
共
働
体
)

と
も
い
う
べ
き
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
独
立
し
た
個
々
人
を
結
ぶ
感

情
と
し
て
、
「
情
愛
」
が
存
在
し
た
。
そ
れ
故
、
家
族
内
に
お
い
て
も
女
性
の
役
割
の
独
自
性
や
、
女
性
独
自
の
財
産
権
の
主
張
が
可
能
だ

(
日
)

っ
た
の
で
あ
る
。
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説

こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
に
基
づ
く
家
族
の
機
能
は
、
独
立
し
た
個
人
を
育
て
、
教
育
し
、
社
会
に
で
て
い
く
こ
と
を
助
け
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
個
人
は
、
家
族
と
の
関
係
に
お
い
て
初
め
て
の
社
会
生
活
を
経
験
し
、

そ
こ
か
ら
広
い
社
会
集
団
に
向
け
て
活
動
を
拡
げ
て
い
く
こ
と

吾ι
白岡

が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
考
え
た
家
族
は
、
個
人
を
育
み
見
守
り
な
が
ら
そ
の
独
立
を
促
す
点
で
、
必
然
的
に
個
人
を
排
斥
し
、
独
立
を

促
す
イ
ン
グ
ラ
ド
の
家
族
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
福
沢
の
考
え
た
の
は
、
個
人
が
家
族
の
緋
を
失
わ
な
い
ま
ま
独
立
す
る
、
家
族
に
育
ま
れ

た
個
人
主
義
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
結
び
つ
け
る
感
情
と
し
て
、
「
情
愛
」
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
福
沢
の
論
じ
た
西
洋
文
明
化
の
一
環
と
し
て
の
家
族
論
は
、
多
く
の
点
で
西
洋
の
家
族
関
係
を
よ
く
理
解
し
、

そ
の
い
く
つ
か
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
な
が
ら
、
家
族
内
の
人
間
関
係
の
結
び
方
お
よ
び
そ
の
果
た
す
べ
き
機
能
に
つ
い
て
、
大
き
な
違
い

が
存
在
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
文
明
化
を
推
進
す
る
独
立
し
た
人
聞
を
育
て
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
家
族
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
共
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
こ
で
の
家
族
の
果
た
す
役
割
は
、
子
供
を
押
し
出
す
こ
と
で
そ
の
独
立
を
促
す

と
い
う
消
極
的
な
意
味
で
の
重
要
性
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
福
沢
の
考
え
た
家
族
は
、

そ
の
内
部
で
独
立
し
た
人
間
を
養
育
し
、

そ
の
独
立
を
促
す
と
い
う
積
極
的
な
機
能
が
期
待
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
家
族
は
、
資
本
主
義
文
明
の
発
達
に
必
要
な
独
立
し
た
個
人
が
、
独
立
を
失
う
こ
と
な
く
、
親
密
な
感
情

と
し
て
の
「
情
愛
」
に
基
づ
く
人
間
関
係
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
領
域
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

福
沢
に
よ
る
日
本
の
男
女
関
係
に
対
す
る
攻
撃
が
、

も
っ
ぱ
ら
家
制
度
と
「
世
教
」

そ
の
両
者
が
、

の
教
え
に
向
け
ら
れ
た
の
は
、

に
お
け
る
家
族
を
抑
圧
の
機
構
に
変
え
、
個
々
の
構
成
員
を
抑
圧
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

日
本
の
文
明
化
に
必
要
な
独
立
し
た
個
人
は
育
た
な
い
。
福
沢
は
、
そ
の
よ
う
な
抑
圧
構
造
と
し
て
の
家
族
を

解
体
し
、
独
立
し
た
個
人
を
育
て
る
機
能
を
家
族
に
期
待
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
夫
婦
関
係
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
融
合
関
係
で
は
な
く
、

構
造
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
、

家
族
の
構
成
員
の
独
立
性
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
特
に
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
個
々
人
の
独
立
は
、
「
世
教
」

北法44(6・228)1640
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と
家
制
度
と
い
う
公
式
の
教
義
に
よ
り
、

た
や
す
く
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
状
況
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

福
沢
は
「
国
に
文
明
史
な
き
も
の
は
文
明
国
と
云
ふ
可
ら
ず
」
(
一
二
四
八
二

と
文
明
の
重
要
性
を
論
じ
た
。

日
本
の
将
来
を
考
え

る
に
際
し
て
彼
が
め
ざ
し
た
の
は
、
単
な
る
近
代
化
や
資
本
主
義
化
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
日
本
に
独
自
の
文
明
に
基
づ
い
た
、
西
洋
と
な

ら
び
得
る
日
本
の
文
明
化
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
福
沢
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
文
明
化
に
必
要
な
、
「
智
徳
」
共
に
発
達
し
た

独
立
し
た
個
人
を
供
給
し
な
が
ら
、
な
お
か
っ
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
孤
立
感
を
補
償
す
る
「
情
愛
」
の
関
係
を
保
つ
こ
と
の
両
方
の
機
能
が
、

家
族
に
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

文
明
史
の
な
か
の
個
人
と
家
族

福沢諭吉における文明と家族(3・完)

(
1
)
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
人
間

以
上
の
よ
う
に
、
福
沢
の
文
明
化
の
議
論
に
お
い
て
、
女
性
の
対
等
性
の
主
張
は
、
西
欧
に
お
け
る
「
権
利
L

の
観
念
と
は
根
拠
を
異
に

し
て
い
た
。
ま
た
、
家
族
は
、
個
人
の
独
立
を
促
す
と
い
う
点
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
家
族
と
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
、
独
立
を
促

す
方
法
及
び
、
家
族
内
の
親
密
な
人
間
関
係
を
保
証
す
る
感
情
に
つ
い
て
、
大
き
な
違
い
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
福
沢
の
文
明
に
関
す
る

議
論
が
、
一
方
で
は
西
洋
文
明
化
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
な
が
ら
、
他
方
で
、
彼
独
自
の
文
明
史
の
原
理
の
基
礎
に
あ
る
、
「
智
徳
」
を
発

達
さ
せ
な
が
ら
独
立
を
め
ざ
す
人
聞
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
現
実
の
家
族
の
中
に
存
在
し
た
親
密
な
関
係
も
、
福

沢
の
議
論
の
な
か
に
お
り
こ
ま
れ
、

そ
の
家
族
観
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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そ
れ
で
は
、
福
沢
独
自
の
家
族
像
を
展
開
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
っ
た
文
明
史
の
原
理
に
お
け
る
あ
る
べ
き
人
間
像
、

そ
し
て
、
個
人
と

家
族
の
関
係
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

t命

拙
稿
「
序
説
」
に
お
い
て
も
論
じ
た
よ
う
に
、
福
沢
は
、
新
し
い
社
会
形
成
を
担
っ
て
い
く
べ
き
人
間
像
を
、
「
万
物
の
霊
」
と
い
う
言

葉
で
表
現
し
た
。
そ
の
言
葉
は
、
慶
応
四
年
に
書
か
れ
た
「
訓
蒙
窮
理
図
解
序
』
に
初
め
て
登
場
し
て
以
来
、
最
晩
年
に
書
か
れ
た
『
百
話
』

(
げ
)

一
貫
し
て
理
想
の
人
間
像
を
表
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
福
沢
は
、
「
万
物
の
霊
一
」
と
し
て
の
あ
る
べ
き

に
至
る
ま
で
、

人
間
の
姿
を
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
あ
り
方
は
、
何
よ
り
も
、
動
物
と
の
生
き
方
の
違
い
と
し
て
強
調
さ
れ
た
。
「
そ
も
そ
も
、

も
の
を
た
べ
て
ね
て

お
き
る
こ
と
は
、
う
ま
に
で
も
ぶ
た
に
で
も
、

で
き
る
こ
と
な
り
。
に
ん
げ
ん
の
み
ぶ
ん
と
し
て
、
う
ま
や
ぶ
た
な
ど
と
、

お
な
じ
ニ
と
に

て
、
あ
ひ
す
む
べ
き
や
。
あ
き
ま
し
き
こ
と
な
り
。
」
(
『
ひ
び
の
を
し
へ
』
、
二

O

七

O
)
「
有
も
人
間
と
名
の
付
く
動
物
な
れ
ば
、
犬
家

等
の
畜
類
と
は
白
か
ら
区
別
な
か
る
可
ら
ず
。
」
(
『
家
庭
叢
談
』
、

一

九

五

六

O
)

し
か
し
、
上
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
動
物
と
の
違
い
は
、

た
だ
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
だ
け
で
保
証
さ
れ
も
の
で

は
な
く
、
人
間
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
「
人
を
万
物
の
霊
と
し
て
其
社
会
に
在
る
の
目
的
を
尋
る
と

き
は
、
:
:
:
:
・
唯
呼
吸
し
て
存
命
に
さ
へ
あ
れ
ば
満
足
な
り
と
答
る
者
は
な
か
る
可
し
。
」
(
『
人
生
の
寿
命
の
こ
と
』
、

一
九
1

六
八
九
)

だ
生
き
る
だ
け
で
は
、
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
生
を
全
う
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
人
間
と
し
て
の
望
ま
し
い
生
き
方
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

福
沢
は
、
「
人
は
万
物
の
霊
な
り
。
性
の
善
な
る
、
国
よ
り
論
を
ま
た
ず
」
(
『
学
校
之
記
』
、

一
九
l
三
七
九
)

と
述
べ
て
、
「
万
物
の
霊
一
」

と
し
て
の
人
間
は
、
本
来
善
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
人
が
動
物
と
異
な
る
の
は
、
生
ま
れ
た
と
き
に
は
全
く

顕
現
し
て
い
な
い
こ
の
善
性
を
、
「
天
道
に
従
て
徳
を
修
め
、
人
の
人
た
る
知
識
見
聞
を
博
く
」
(
『
中
津
留
別
の
書
』
、
二

O

四
九
)
す
る
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こ
と
に
よ
り
顕
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
努
力
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
福
沢
に
と
っ
て
、
あ
る
べ
き
人
間
の
生
と
は
、
人
間
が
本

来
も
っ
て
い
る
善
性
の
完
全
な
る
展
開
を
め
ざ
し
て
、
「
徳
」
と
「
智
」
を
不
断
に
発
達
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と

い
よ
ん
よ
・
っ
。

福
沢
は
、
人
聞
が
「
万
物
の
霊
」
た
る
こ
と
を
保
証
す
る
固
有
の
善
性
の
こ
と
を
、
「
本
心
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
福
沢
の

著
作
に
お
い
て
、
「
本
心
」
と
い
う
語
は
時
折
現
れ
る
が
、
何
れ
も
詳
し
い
説
明
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
『
百
余
話
』
に
お
い
て
、
「
万
物

の
霊
」
と
し
て
の
人
聞
が
有
す
る
「
本
心
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
抑
も
人
を
万
物
の
霊
と
云
ふ
は
何
ぞ
や
。
人
聞
を
天
地
聞
の
万
物
に
比
較
し
て
、
就
中
そ
の
精
神
を
禽
獣
の
心
に
比
較
し
て
、

種
特

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

別
霊
妙
不
思
議
の
点
あ
る
が
故
な
り
。
左
れ
ば
人
は
万
物
中
の
至
尊
に
し
て
、
そ
の
言
行
有
も
禽
獣
の
真
似
は
犯
す
可
ら
ず
、
否
な
之
を
犯

さ
ん
と
し
て
白
か
ら
犯
す
を
得
ず
、
聞
ち
人
間
た
る
者
の
本
心
な
り
。
:
:
:
:
・
そ
の
心
は
他
人
の
心
に
非
ず
、
本
来
我
に
属
す
る
独
立
の
心

な
る
が
故
に
、
身
餌
か
ら
自
身
の
高
尚
霊
妙
な
る
を
会
心
し
て
上
々
進
歩
す
る
と
き
は
、
人
間
万
事
に
就
て
拙
劣
都
阻
な
ら
ん
と
欲
す
る
も

得
べ
か
ら
ず
。
:
:
:
:
独
立
自
尊
の
本
心
は
百
行
の
源
泉
に
し
て
、
・
:
:
:
:
君
子
の
言
行
は
他
動
に
非
ず
、
都
て
自
発
な
り
と
知
る
可
し
。
」

(
六
|
四

O
四
j
四
O
五
)

す
な
わ
ち
「
本
心
」
と
は
、
人
聞
が
行
為
す
る
に
際
し
て
、
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
「
自
尊
自
重
」
の
行
為
を
為
さ
し
め
る
も
と
で
あ
っ
た
。

す
べ
て
の
人
聞
が
、
内
面
に
そ
の
よ
う
な
「
本
心
」
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

(
時
)

「
万
物
の
霊
一
」
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
が
、
自
発
的
に
取
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
は
、
生
ま
れ
つ
い
て
す
ぐ
に
、
「
本
心
」
に
も
と
づ
く
行
為
を
行
な
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
人
聞
は
本
来
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
善
性
を
備
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
、
人
間
の
自
己
の
「
智
徳
」
を
発
達

さ
せ
る
と
い
う
努
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
顕
現
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
教
育
が
重
要
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
を
導
け
ば
開
花
す
可
く
、
こ
れ
を
教
れ
ば
学
芸
に
進
む
可
し
」
(
『
掌
中
万
国
一
覧
』
、
二
l
四
六
二
)

と
い
う
可
能
性
に

対
す
る
働
き
か
け
の
必
要
性
で
あ
る
。

論

人
間
は
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
内
に
秘
め
た
普
性
の
も
と
と
し
て
の
「
本
心
」
を
開
花
さ
せ
る
べ
く
、
人
生
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
具
体
的
な
生
き
方
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
両
性
相
親
み
、
父
母
を
慕
ひ
、
子
を
愛
し
、
兄
弟
姉
妹
相
依
り
、
郷
党
朋
友
相
助
る
は
、
普
通
の
原
則
に
し
て
違
ふ
こ
と
な
く
、
就
中

人
に
限
り
て
恥
を
知
り
、
同
類
相
接
し
て
義
理
を
知
り
、
事
物
の
軽
重
を
弁
じ
、
時
の
長
短
を
測
り
、
便
宜
を
求
め
、
改
良
進
歩
を
謀
り
、

一
身
の
利
害
の
外
に
、
多
少
に
で
も
同
類
の
為
に
す
る
の
心
を
存
す
る
は
、
人
間
の
敢
て
白
か
ら
重
ん
じ
て
、
万
物
の
霊
と
称
す
る
所
以
な

る
可
し
。
」
(
六
|
一
一
一

O
)
す
な
わ
ち
、
「
徳
誼
を
修
め
知
識
を
開
」
(
『
訓
蒙
窮
理
図
解
序
』
、
二

l
一
一
三
六
)

く
よ
う
努
力
す
る
こ
と
で
あ

る

「
本
心
」
は
、
人
聞
が
個
人
と
し
て
独
立
自
尊
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
他
の
人
間
に
対
し

τ、
思
い

や
り
の
心
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
も
、
「
本
心
」
か
ら
波
及
し
た
働
き
で
あ
る
と
、
福
沢
は
考
え
た
。
す
な
わ
ち
寸
本
心
」

は
、
他
の
人
間

を
思
い
や
る
心
で
あ
り
、
恩
を
知
る
心
で
あ
り

(
六
!
四

O
八
)
、
普
を
好
む
心
(
六
一
一
一
五
)

で
も
あ
っ
た
。
福
沢
は
、
人
聞
は
本
来

社
会
的
な
動
物
で
あ
り
、
群
居
を
好
む
が

(
六
|
四

O
八)、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
人
間
が
生
来
こ
の
よ
う
な
他
人
と
の
関
係
を
思

い
や
る
「
徳
」
を
発
達
さ
せ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
た
。

さ
ら
に
人
聞
は
、
上
の
引
用
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
環
境
を
分
析
し
、
そ
れ
に
働
き
か
け
る
智
的
な
能
力
も
有
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
人
間
に
対
し
て
常
に
親
切
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
天
に
対
し
て
、

そ
の
仕
組
を
知
り
、
人
間
の
領
域
を
広
げ
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
能
力
で
あ
っ
た
。
(
六
|
一
一
一
一
一
五
)

こ
の
よ
う
に
人
間
は
、
本
来
の
性
質
と
し
て
、
「
智
徳
」

の
発
達
の
可
能
性
を
も
っ
た
「
本
心
」
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
、
独
立
し
、
禽
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獣
の
う
え
に
た
つ
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
に
独
立
し
た
人
間
は
、

そ
の
智
力
を
発
達

さ
せ
拡
大
す
る
こ
と
で
、
他
の
人
間
に
対
す
る
配
慮
も
な
し
得
る
よ
う
に
な
る
と
福
沢
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

福
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
観
を
も
っ
た
う
え
で
、
西
欧
の
文
明
史
観
に
接
し
た
。
こ
の
よ
う
な
寸
万
物
の
霊
一
」
と
し
て
の
人
間
類
型
は
、

福
沢
が
西
欧
文
明
を
担
う
主
体
と
し
て
理
解
し
た
、
「
独
立
し
た
個
人
」
に
も
対
応
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
野
蛮
か
ら
文
明
へ

と
い
う
人
類
の
進
歩
を
内
容
と
す
る
西
欧
の
文
明
史
観
が
、
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
人
聞
が
「
本
心
」
を
め
ざ
し
て
努
力
す
る
過
程
と
共

鳴
し
た
。
そ
こ
で
福
沢
は
、
西
欧
文
明
を
担
う
独
立
し
た
個
人
を
「
万
物
の
霊
」
に
お
き
か
え
、
文
明
の
進
歩
の
過
程
を
、
人
間
の
「
智
徳
」

の
進
歩
と
人
間
交
際
の
拡
大
と
し
て
定
義
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
文
明
の
進
歩
を
、
「
私
」
か
ら
「
公
」

へ
と
「
智
」
と
「
徳
」
が

発
達
し
て
い
く
過
程
と
し
て
分
析
し
た
。

こ
の
よ
う
な
枠
組
に
お
い
て
当
時
の
日
本
を
見
る
と
き
、
「
万
物
の
霊
一
」
と
し
て
の
人
聞
が
、
文
明
史
の
過
程
を
生
き
る
に
際
し
て
問
題

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

と
な
る
の
は
、
「
智
」

そ
れ
ほ
ど
の
問
題
は

の
側
面
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
、

日
本
人
は
、
自
己
の
行
為
を
律
す
る
「
私
徳
」
に
関
し
て
は
、

な
い
が
、
合
理
的
精
神
を
以
て
外
界
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
関
し
て
は
、

お
お
い
に
発
達
を
遂
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

(
刊
日
)

日
本
人
の
進
む
べ
き
道
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
、
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
自
国
の
独
立
を
守
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
考
え
ら
れ
た
、

し
か
し
、
福
沢
の
分
析
と
は
裏
腹
に
、
次
第
に
、

日
本
人
が
合
理
的
精
神
を
獲
得
す
る
ど
こ
ろ
か
、
「
私
徳
」
を
も
放
棄
し
た
よ
う
な
状

況
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
福
沢
は
、
当
面
の
必
要
の
た
め
に
、
文
明
史
の
議
論
と
は
関
わ
り
な
く
、
西
洋
文
明
化
を
進
め

ょ
う
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
方
針
を
取
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
男
女
関
係
に
お
け
る
男
尊
女
卑
と
、
男
性
の
不
品
行
が
問
題
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
福
沢
は
、
男
性
と
女
性
の
対
等
な
関
係
を
考
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
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(
2
)
男
女
関
係
に
お
け
る
問
題
点

論

こ
の
よ
う
に
人
間
が
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
進
歩
す
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
、
福
沢
は
、
多
妻
と
不
品
行
と
い
う
現
実
を
直
視
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
現
実
を
前
に
し
て
、

日
本
が
西
洋
文
明
諸
国
と
対
等
に
伍
し
て
い
く
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
は
、
西
洋
諸
国
に

一
般
的
だ
っ
た
一
夫
一
婦
制
の
確
立
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
男
性
に
対
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
品
行
を
正
す
必
要
を
訴
え
た
が
、

そ
れ
が
難
し

い
の
で
あ
れ
ば
、
隠
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
と
主
張
し
た
。
と
も
か
く
男
性
の
不
品
行
を
ど
う
に
か
す
る
こ
と
は
、
緊
急
の
課
題
な
の
で
あ
っ

た。
彼
は
そ
れ
と
同
時
に
、
女
性
に
対
し
て
は
、
個
人
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
彼
は
、

日
本
の
女
性
は
、
儒
教
に
よ
る
拘
束
を

受
け
て
い
た
た
め
に
、
「
私
徳
」
を
修
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
充
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、

日
本
に
お
い
て
西
洋
と
同

様
に
、

一
夫
一
婦
制
が
対
等
な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
女
性
も
社
会
や
家
庭
に
お
い
て
相
応
の
地
位
と
責
任
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
知

的
な
能
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
女
性
も
独
立
し
た
個
人
と
し
て
、
男
性
に
相
対
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
対
等
の
地
佐
を
確
立
す
る
た
め
に
、
彼
は
様
々
な
方
策
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
娘
の
教
育
法
か
ら
財
産
分
与
、
男
女
聞
の
交

際
法
、

そ
し
て
、
対
等
な
夫
婦
関
係
を
保
つ
た
め
の
諸
策
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
。
彼
は
、
女
性
の
社
会
的
な
活
動
を
肯
定
し
て
い
た
が
、

そ
の
主
張
は
、
基
本
的
に
は
、
男
女
聞
に
お
け
る
役
割
分
業
を
前
提
と
し
、

そ
の
中
で
対
等
な
男
女
関
係
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
福
沢
は
、

日
本
に
お
け
る
「
男
尊
女
卑
」
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
儒
教
と
封
建
制
を
批
判
し
た
。
こ
こ
で
は
、
西
欧
に
お

け
る
自
由
と
平
等
と
い
う
理
念
が
、
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
福
沢
の
女
性
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
女
性
の
抑
圧
構
造
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
部
分
を
読
む
と
き
、
彼
が
批
判
の
対
象
と
し
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て
い
る
の
は
、
「
世
教
」

や
家
制
度
が
、
実
際
の
家
族
を
抑
圧
の
機
構
に
変
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
現
実
の
家
族
の
な
か
の
女
性
の

状
況
は
、

そ
の
よ
う
な
教
義
と
は
多
少
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彼
自
身
が
『
男
子
論
』

の
な
か
で
「
抑
も
我
国
の
婦
人
を
男
子
に
比
較
す
る
と
き
は
、
全
く
地
位
を
殊
に
し
、
居
家
内
実
の
権
力
は
兎
も

角
も
、
戸
外
交
際
の
事
に
至
り
で
は
都
て
男
子
の
為
め
に
専
ら
に
せ
ら
れ
て
、
婦
人
は
有
れ
ど
も
無
き
に
異
な
ら
ず
」
(
五
l
六
三
六
)

(
初
)

触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
女
性
は
、
現
実
に
は
あ
る
程
度
家
政
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
、
家
政
を
担
当
す
る
と
い
う
女
性
の
性
役
割
が
、
男
性
の
役
割
と
は
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
同
様

に
重
要
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
認
識
と
は
別
に
、
女
性
を
卑
し
め
る
教
え
と
し

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

て
、
「
世
教
」
は
存
在
し
、
家
制
度
が
そ
れ
を
保
証
し
た
。
そ
の
た
め
に
福
沢
の
攻
撃
は
、
抑
圧
構
造
と
し
て
の
家
族
を
再
生
産
す
る
機
能

を
果
た
し
て
い
る
「
世
教
」
と
家
制
度
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
福
沢
は
、
日
本
の
女
性
を
め
ぐ
る
状
況
が
、
実
際
に
は
平
等

化
の
芽
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
「
世
教
」
に
よ
り
、
「
社
会
の
圧
制
」
と
い
う
抑
圧
構
造
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
事
を
、
最
も
問
題
だ
と
考
え

た。
彼
は
、
女
性
の
状
況
を
変
え
る
た
め
に
、
教
育
、
交
際
、
財
産
そ
し
て
権
利
等
と
い
っ
た
具
体
的
な
方
策
を
提
案
し
た
が
、
彼
が
最
も
重

視
し
、
力
を
注
い
だ
の
は
、
女
性
を
劣
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
「
世
教
」
の
思
想
を
変
革
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
く
り
か
え
し
攻
撃
し
、

そ
の
教
え
が
科
学
的
根
拠
を
全
く
持
た
な
い
こ
と
を
、
執
掲
に
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
日
本

そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
れ
は

に
お
い
て
対
等
な
男
女
関
係
を
作
り
出
す
た
め
に
は
、

実
に
、
福
沢
が
生
涯
を
か
け
て
格
闘
し
た
テ

l
マ
で
あ
り
、
最
も
困
難
な
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

とそ
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説

(
3
)
文
明
史
の
な
か
の
男
女
関
係

論

福
沢
は
、
儒
教
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
「
男
尊
女
卑
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造
を
変
え
る
た
め
に
、
科
学
的
合
理
性
に
基
づ
い
て
徹
底

し
た
批
判
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
、
男
女
の
関
係
を
、

そ
の
肉
体
的
な
差
異
と
い
う
生
物
と
し
て
の
根
本
問
題
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討

し
、
そ
れ
が
価
値
的
に
同
等
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
れ
に
関
し
て
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
に
男
女
の
生
物

と
し
て
の
違
い
を
認
識
し
、

そ
の
対
等
性
を
論
じ
た
う
え
で
、
両
者
を
「
万
物
の
霊
」
と
い
う
人
間
存
在
と
し
て
位
置
付
け
た
。
そ
れ
ゆ
え

彼
の
議
論
に
お
い
て
は
、
女
性
も
男
性
も
、
共
に
「
万
物
の
霊
一
」
と
し
て
、
固
有
の
「
本
心
」
を
め
ざ
し
て
「
智
徳
」
を
発
達
さ
せ
て
い
く

」
と
が
要
請
さ
れ
た
。

福
沢
は
、
人
間
同
士
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
人
聞
が
、
自
分
自
身
の
「
私
徳
」
を
修
め
た
う
え
で
開
始
す
る

べ
き
も
の
だ
と
考
え
た
。
人
間
交
際
と
は
、

ま
ず
自
己
を
内
側
か
ら
律
す
る
規
範
を
獲
得
し
た
人
間
が
、

そ
の
う
え
に
形
成
し
て
い
く
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
身
を
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
ち
に
、
初
め
て
他
の
人
間
と
の
間
に
道
徳
規
範
を
確
立
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
こ
の
よ
う
な
人
間
を
前
提
と
し
て
、
人
間
関
係
に
お
け
る
「
徳
」
を
論
じ
た
。

そ
れ
故
に
、
夫
婦
と
し
て
の
男
女
関
係
は
、
福
沢
の
文
明
史
の
議
論
に
お
い
て
、
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
男
女
は
、

ま
ず
「
私
徳
」
を
修
め
、
独
立
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
人
間
関
係
は
、
そ
の
よ
う
な
独
立

「
万
物
の
霊
」

の
人
間
と
し
て
、

を
達
成
し
た
個
人
同
士
の
関
係
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
福
沢
は
、

日
本
と
西
欧
の
創
世
記
の
神
話
を
引
用
し
て
、
す
べ

て
の
社
会
関
係
が
、
男
女
の
関
係
に
始
ま
る
こ
と
を
論
ず
る
。
そ
し
て
、
個
人
と
個
人
と
の
最
初
の
関
係
た
る
男
女
の
聞
に
お
い
て
、
「
二

人
相
伴
ふ
て
同
居
す
る
に
至
り
、
始
め
て
道
徳
の
要
用
を
見
出
し
た
り
」
(
五
六
二
一
)

と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
と
は
、
他
の
人

聞
と
の
社
会
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
初
め
て
必
要
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
道
徳
と
は
、
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他
の
人
間
と
の
聞
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
定
義
さ
れ
た
「
公
徳
」
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
夫
婦
の
聞
に
必
要
な
「
徳
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
男
女
関
係
に
お
い
て
、
「
愛
す
る
」
と
い
う

だ
け
で
は
動
物
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
「
敬
意
」
と
い
う
徳
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
。
彼
は
、
夫
婦
の
聞
に
、
「
親
愛
」

と
い
う
感
情
だ
け
で
は
な
く
、
「
敬
意
」
と
い
う
徳
の
必
要
な
こ
と
を
繰
り
返
し
論
じ
て
い
る
。

「
敬
意
」
と
は
、
相
手
を
「
丁
寧
に
し
大
事
に
」
(
五
六
一
七
)

し
、
ま
た
、
「
一
人
前
の
人
と
し
て
:
・
:
:
:
毎
事
に
之
に
語
り
、
毎
時

に
之
と
相
談
す
る
」
(
五
1

五
O
二
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
が
互
い
に
相
手
を
一
人
前
の
人
間
と
し
て
尊
重
し
、
同
等

の
も
の
と
し
て
大
切
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
道
徳
の
存
在
に
よ
り
、
は
じ
め
て
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
人
間
に
ふ

さ
わ
し
い
夫
婦
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

福
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
夫
婦
問
の
道
徳
的
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の
人
間
関
係
が
、
徳
に
基
づ
く
も
の
に
な
る
た
め
に
必
要

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

だ
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
「
夫
婦
家
に
居
て
親
子
兄
弟
姉
妹
の
関
係
を
生
じ
、
其
関
係
に
就
て
徳
義
の
要
用
を
感
じ
:
:
・
:
:
人
間
生
々
の

約
束
は
一
家
族
に
止
ま
ら
ず
、
子
々
孫
々
次
第
に
繁
殖
す
れ
ば
、
:
:
:
:
・
遂
に
一
国
一
社
会
を
成
す
に
至
る
可
し
」
(
五
|
六
一
四
)

ベ
て
、
人
間
関
係
が
夫
婦
を
始
ま
り
と
し
て
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
世
界
観
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
個
人
を
起
点
と
し
て

拡
大
し
て
い
く
社
会
関
係
に
お
い
て
、
「
人
生
の
道
徳
は
夫
婦
の
聞
に
始
ま
り
、
夫
婦
以
前
道
徳
な
く
、
夫
婦
以
後
始
め
て
其
要
用
を
感
ず

る
こ
と
な
れ
ば
、
之
を
百
徳
の
根
本
な
り
と
明
言
し
て
決
し
て
争
ふ
可
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
(
五
|
六
一
一
一
一
)
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
福
沢
は
、

す
べ
て
の
人
間
関
係
は
、
道
徳
に
も
と
づ
く
べ
き
で
あ
り
、
夫
婦
の
聞
に
お
け
る
徳
に
基
づ
く
関
係
は
、
そ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
人
間
関
係

に
お
け
る
道
徳
的
関
係
、
す
な
わ
ち
「
公
徳
」
に
よ
る
関
係
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
関
係
で
あ
る
と
の
考
え
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
夫
婦
関
係
と
は
別
に
、
福
沢
は
、
家
族
外
の
一
般
的
な
男
女
関
係
に
関
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
も

そ
も
男
女
の
聞
は
、
異
な
る
が
故
に
引
き
あ
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
生
物
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、 と

述
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説

「
万
物
の
霊
」
た
る
人
間
に
お
い
て
は
、
生
物
と
し
て
の
「
肉
欲
」
を
制
す
る
こ
と
で
、
人
間
同
士
の
精
神
的
交
流
で
あ
る

「
情
交
」
が
成

立
し
得
る
と
考
え
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
男
女
関
係
も
、
他
の
人
間
交
際
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

論

一
般
的
社
会
関
係
と
し
て
の
男
女
聞
に
お
い
て
必
要
な
徳
と
し
て
、
「
恕
」
と
い
う
徳
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
は
、
女
性
の

抑
圧
を
作
り
だ
し
て
い
る
『
女
大
学
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
し
な
が
ら
、
「
こ
の
無
情
無
理
を
論
じ
破
る
に
、

そ
し
て
彼
は
、

必
ず
し
も
耳
新
ら
し
き
西
洋
説
を
用
ひ
ず
、
儒
者
の
教
を
示
し
て
そ
の
自
か
ら
破
れ
ん
こ
と
を
望
む
な
り
」
(
五
|
四
八
六
)

と
述
べ
て
、

儒
教
の
な
か
に
男
女
関
係
を
対
等
に
導
く
教
え
が
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
そ
れ
が
「
恕
」
と
い
う
徳
で
あ
る
。

「
恕
」
と
は
、
「
己
れ
の
心
の
知
く
に
他
人
の
心
を
思
ひ
や
り
、
己
が
身
に
堪
へ
難
き
こ
と
は
人
も
亦
堪
へ
難
か
ら
ん
と
推
量
し
て
、
自
か

(
幻
)

ら
慎
む
」
(
五
l
四
八
六
)
と
い
う
教
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
の
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
福
沢
の
議
論
に
お
い
て
、
女
性
は
男
性
と
同
様
、
人
間
と
し
て
人
間
交
際
に
お
け
る
地
位
を
確
保
し
、

そ
の
行
動
の
自
由
が
保
証

さ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
延
長
と
し
て
、
文
明
が
進
め
ば
、
当
然
女
性
が
社
会
的
活
動
を
行
な
う
こ
と
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

(
4
)
「
情
愛
」
と
家
族

福
沢
は
こ
の
よ
う
に
、
文
明
の
歴
史
の
発
展
と
は
、
「
万
物
の
霊
一
」
と
し
て
の
人
聞
が
、
本
来
備
え
た
「
本
心
」
を
展
開
し
、
自
己
規
律

を
行
な
っ
た
う
え
で
、
他
の
人
間
と
の
交
際
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
明
の
歴
史
の
発

展
の
究
極
状
態
が
、

一
節
に
お
け
る
引
用
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
黄
金
時
代
」
(
六
|
一
一
一
七
)
で
あ
り
、
『
概
略
』
に
い
う
「
文
明
の
太
平
」

し
か
し
、
『
概
略
』
に
お
け
る
彼
の
中
心
的
関
心
は
、
当
時
の
日
本
の

と
い
う
状
態
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
序
説
」
に
お
い
て
論
じ
た
。
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独
立
を
ど
の
よ
う
に
達
成
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
歴
史
の
究
極
状
態
に
関
し
て
は
、
詳
し
く
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ

に
お
い
て
彼
は
、
文
明
史
の
全
体
か
ら
見
た
と
き
に
は
、
目
的
と
し
て
の
西
洋
文
明
と
日
本
の
状
況
の
違
い
は
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で

は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

日
清
戦
争
に
勝
利
を
お
さ
め
、
西
洋
列
強
に
対
抗
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
文
明
を
す
す
め
た
日
本
を
見
た
後
に
出
版
さ
れ
た

話
』
に
お
い
て
は
、
現
実
の
成
功
と
は
裏
腹
に
、
人
間
の
「
智
徳
」

る
。
そ
し
て
、

の
未
熟
さ
と
文
明
の
現
状
に
対
す
る
失
望
が
、
各
所
で
表
明
さ
れ
て
い

(m) 

そ
の
よ
う
な
現
実
世
界
と
の
対
比
に
お
い
て
、
文
明
の
ゴ

l
ル
と
し
て
の
「
黄
金
世
界
L

が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
「
智
徳
」
を
備
え
た
人
聞
社
会
が
達
す
べ
き
目
的
の
世
界
で
あ
っ
た
。

「
人
間
社
会
の
進
歩
、
無
窮
に
し
て
、
地
球
の
寿
命
永
遠
の
約
束
な
れ
ば
、
進
歩
又
進
歩
、
改
良
又
改
良
の
其
中
に
は
、
知
日
徳
兼
備
の
聖

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

人
を
見
る
こ
と
易
き
の
み
な
ら
ず
・
:
:
:
:
そ
の
極
度
を
想
像
す
れ
ば
、
満
世
界
の
人
、
皆
七
十
歳
の
孔
子
に
ニ
ウ
ト
ン
の
智
識
を
兼
ね
、
人

生
の
幸
福
、
社
会
の
円
満
、
殆
ん
ど
今
人
の
絵
に
も
画
く
可
ら
ざ
る
の
境
遇
に
達
す
る
こ
と
あ
る
可
し
。
即
ち
是
れ
黄
金
世
界
の
時
代
な
り
。
」

(
六
一
一
一
七
)

こ
の
よ
う
な
文
明
の
極
致
に
お
い
て
、
人
聞
社
会
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
れ
を
、
次
の
よ
う
に
描
写
し
て

い
る
。「

元
来
人
聞
社
会
の
達
す
可
き
真
成
の
目
的
を
云
へ
ば
、
人
の
私
心
と
公
心
と
其
帰
す
る
所
を
一
に
し
て
、
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
を
人
に

一
点
の
私
を
挟
ま
ず
し
て
自
他
の
利
害
を
忘
れ
、
お
の
お
の
自
ら
労
し
て
自
ら
衣
食
し
、
全
般
の
苦
楽
を
平
均
し
て
全
般

施
す
こ
と
な
く
、

の
喜
憂
と
為
し
、
老
幼
病
者
自
か
ら
労
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
者
は
安
ん
じ
て
他
の
助
力
に
預
り
、
売
買
貧
ら
ず
、
貸
借
必
ず
信
を
守
の
み
か
、

其
貸
借
の
沙
汰
さ
へ
無
用
に
属
し
、
社
会
の
風
光
唯
親
愛
の
溢
る
る
ば
か
り
に
し
て
、
恰
も
一
家
族
の
睦
じ
き
が
如
く
な
る
に
至
る
可
し
。

彼
の
良
家
と
称
す
る
家
の
内
に
は
今
日
既
に
其
端
緒
を
示
し
た
り
。
唯
こ
れ
を
広
く
全
社
会
に
及
ぼ
し
、
世
界
二
永
の
美
を
見
る
ま
で
の
こ 百

北法44(6・239)1651



説

と
に
し
て
、
左
ま
で
望
外
の
望
に
非
ず
。
此
境
遇
に
達
す
る
と
き
は
社
会
は
真
成
の
自
治
に
し
て
、
人
民
相
互
に
約
す
る
こ
と
は
あ
る
も
、

其
約
束
は
違
約
を
罪
す
る
の
用
意
に
非
ず
し
て
、
単
に
失
念
を
防
ぐ
の
方
便
の
み
。
斯
く
て
世
に
犯
罪
の
沙
汰
あ
ら
ざ
れ
ば
法
律
も
亦
用
ふ

論

る
に
所
な
く
、
特
に
政
府
を
設
け
て
人
を
煩
は
す
に
及
ば
ず
、
政
府
も
な
く
官
吏
も
な
く
又
憲
法
も
な
く
、
唯
公
平
無
私
な
る
民
心
に
依
頼

し
て
、
災
な
く
筈
な
く
悠
々
然
と
し
て
世
界
は
即
ち
一
大
家
、
人
生
は
即
ち
兄
弟
姉
妹
た
る
可
き
は
ず
」
(
六
|
三
六
四
j
三
六
五
)
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
人
間
社
会
の
極
致
の
状
態
を
、
『
概
略
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
「
文
明
の
太
平
」
の
状
態
の
描
写
と
比
べ
る
と
き
、

(
お
)

そ
れ
が
殆
ど
変
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
で
あ
ろ
う
。
(
四
一
二
三
)

」
の
よ
う
な
文
明
の
究
極
状
態
に
お
い
て
は
、
全
人
民
が
自

ら
の
労
働
に
よ
り
生
活
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
な
お
か
つ
労
働
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
を
も
養
う
余
裕
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
関
係
は
、
一

相
互
信
頼
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
の
で
、
人
民
相
互
の
関
係
を
律
す
る
も
の
と
し
て
の
法
律
や
政
府
は
、
必
要
の
な
い
も
の
と
な
る
と
い

一
家
や
一
国
と
い
う
境
界
は
無
く
な
る
。
そ
し
て
全
世
界
は
、
恰
も
ひ
と
つ
の
家
族
の
よ
う
に
な
り
、
人
聞
は

(
払
)

み
な
兄
弟
姉
妹
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

福
沢
が
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
、
文
明
の
究
極
状
態
と
し
て
の
「
文
明
の
太
平
」
を
論
じ
た
際
に
、
当
面
は
家
族
の
中
だ
け
に
お

う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

い
て
「
情
愛
」
に
基
づ
く
交
際
が
成
立
す
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
「
人
の
説
に
家
族
の
交
は
天
下
太
平
の
雛
形
な
り
と
云
ふ
こ
と
あ
れ
ば
、

数
千
万
年
の
後
に
は
世
界
中
一
家
の
如
く
な
る
の
時
節
も
あ
ら
ん
歎
」
(
四
一
一
一
七
)

と
述
べ
て
い
た
こ
と
は
、
拙
稿
「
序
説
」
に
お
い

て
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
文
明
の
究
極
状
態
に
お
い
て
、
社
会
全
体
が
、
家
族
の
よ
う
に
「
情
愛
」
に
も
と
づ
く
関
係
に
な
る
と
彼

が
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
上
の
引
用
に
お
い
て
も
、
「
恰
も
一
家
族
の
睦
ま
じ
き
が
如
く
な
る
L

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
論
証
さ
れ
る
。

つ
づ
い
て
彼
は
、
「
彼
の
良
家
と
称
す
る
家
の
内
に
は
今
日
既
に
其
端
緒
を
示
し
た
り
」
と
述
べ
て
、
当
面
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
人
間

関
係
は
、
家
族
の
な
か
に
限
っ
て
成
立
可
能
で
あ
る
と
論
じ
た
『
概
略
』
に
お
け
る
議
論
を
再
確
認
し
て
い
る
。

じ
よ
う
あ
い

拙
稿
「
序
説
」
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
彼
は
『
西
洋
事
情
外
編
』
に
お
い
て
、
家
族
内
に
存
在
す
る
「
情
合
」
と
、
他
の
社
会
的
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じ
よ
う
あ
い

領
域
に
お
け
る
競
争
の
原
理
と
の
対
比
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
の
重
要
な
違
い
は
、
「
情
合
」

の
支
配
す
る
家
族
内
に
お
い
て
は
、

「
互
に
身
を
棄
て
物
を
棄
て
て
慢
る
こ
と
な
き
」
(
一

l
l
三
九
九
)
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
利
他
の
心
が
支
配
す
る

じ
よ
う
あ
い

と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
彼
は
、
「
情
合
」
と
い

の
は
、
家
族
内
に
お
い
て
「
老
幼
小
弱
を
助
け
し
め
ん
」
(
一
四

O

ニ

う
感
情
が
、
独
立
し
た
個
人
が
対
等
に
自
己
の
利
益
を
め
ざ
し
て
競
争
す
る
と
い
う
状
況
と
は
、
対
照
的
な
状
態
を
作
り
出
す
と
考
え
て
い

(
お
)

た
と
い
え
よ
う
。

『
概
略
』
に
お
い
て
文
明
史
の
原
理
を
導
入
し
た
福
沢
は
、
人
間
の
「
智
徳
」

の
発
達
と
い
う
文
明
の
発
展
過
程
に
そ
っ
て
、
こ
の
両
者

を
位
置
付
け
な
お
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
と
し
て
の
寸
情
愛
」
の
支
配
す
る
人
間
関
係
を
、
文
明
の

過
程
に
お
け
る
、

よ
り
高
次
の
段
階
と
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
人
聞
が
そ
の
「
本
心
L

を
完
全
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
た
「
黄
金
世
界
」
に
お
い
て
は
、
人

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

聞
の
智
的
能
力
は
、
全
て
の
人
を
養
う
だ
け
の
物
質
を
確
保
し
、

さ
ら
に
自
ら
独
立
し
て
自
給
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
に
対
し
て
も
、

れ
を
保
障
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
こ
う
し
て
人
々
の
独
立
は
達
成
さ
れ
る
が
、

そ
の
よ
う
に
独
立
し
た
個
人
は
、
「
本
心
」
を
も
っ
て

い
る
た
め
に
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
「
助
け
助
け
ら
れ
て
相
互
に
之
に
酬
い
ん
と
欲
せ
ざ
る
も
の
な
し
」
(
六
|
四

O
八
)

と
い
う
相
互
扶
助

的
な
社
会
関
係
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
黄
金
世
界
」
に
も
、
「
老
幼
病
者
」
と
い
う
よ
う
に
独
立
を
達
成
で
き
な
い
人
が
い
る
こ
と
を
、
福
沢
は
予
定

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
弱
者
に
対
し
て
も
、
「
情
合
」
が
「
互
に
身
を
棄
て
物
を
棄
て
て
悌
る
こ
と
な
き
」
関
係
を
保
障
す
る

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
『
概
略
』
に
お
い
て
「
抑
も
徳
義
は
情
愛
の
在
る
処
に
行
は
れ
て
」
(
四
一
二
七
)
と
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
、
人

間
の
「
本
心
」
が
完
全
に
展
開
さ
れ
、
智
徳
の
能
力
が
最
高
段
階
に
達
し
た
と
こ
ろ
に
於
い
て
の
み
、
非
対
等
な
人
聞
を
も
包
み
込
む
「
情

愛
」
が
社
会
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
予
想
し
た
。
思
い
や
り
の
「
情
」
に
も
と
づ
く
人
間
関
係
が
成
立
し
得
る
た
め
に
は
、
人
聞
が そ
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説

自
己
の
内
側
か
ら
自
己
を
律
し
、
他
人
に
対
す
る
規
範
を
打
ち
立
て
る
と
い
う
道
徳
の
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
状
態
は
、
当
時
の
文
明
段
階
に
お
い
て
は
、
家
族
の
中
だ
け
で
可
能
で
あ
り
、
「
黄
金
世
界
」
に
お
い
て
、
初
め
て
全
社
会
的
規

論

模
で
実
現
さ
れ
う
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

福
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
な
が
ら
、
現
実
の
日
本
の
家
族
の
一
部
に
は
、
文
明
の
進
ん
だ
状
態
に
お
い
て
成
立
し
得
る
と
考

え
ら
れ
た
人
間
関
係
を
、
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
福
沢
は
、
現
実
の
日
本
の
家
族
に
お
い
て
、
女
性
は

独
自
の
性
役
割
に
基
づ
き
、
あ
る
程
度
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
し
、
士
族
の
家
庭
の
一
部
に
は
、
思
い
や
り
に
基
づ
く
親
密

な
人
間
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
現
実
の
家
族
関
係
を
、
文
明
化
の
原
理
論
に
投
影
し
た
。
そ

し
て
、
人
聞
の
「
智
徳
」
が
最
高
に
発
達
し
た
文
明
の
究
極
状
態
に
お
い
て
は
、
全
て
の
社
会
関
係
は
、
当
時
の
良
家
の
家
族
関
係
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
、
思
い
や
り
の
「
情
愛
」
に
基
づ
く
も
の
に
な
る
、
だ
ろ
う
と
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
福
沢
は
、
晩
年
に
至
る
ま
で
、
人
間
の
「
智
徳
」
が
発
達
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
文
明
の
究
極
状
態
を
、
文
明
の

目
的
と
し
て
抱
き
続
け
て
お
り
、

そ
れ
が
家
族
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
互
い
を
思
い
や
る
「
情
愛
」
に
基
づ
く
関
係
で
あ
る
と
い
う
考
え
も

変
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
理
想
状
態
か
ら
文
明
の
発
展
途
上
で
あ
る
当
時
の
日
本
社
会
を
見
た
と
き
、
理
想
的
な
人
間
関
係

は
、
家
族
の
中
だ
け
で
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
歴
史
の
究
極
状
態
と
し
て
の
「
黄
金
世
界
」
か
ら
見
れ
ば
、
「
芥
子
粒
に
等
し
き
此
地
球
の
表
面
に
、
区
々
た
る
人
類
が
各

所
に
群
を
成
し
て
、
国
を
分
ち
政
府
を
立
て
、
相
互
に
利
害
を
殊
に
し
て
相
互
に
此
一
一
末
を
争
ひ
、
:
:
:
:
・
実
際
に
人
間
の
安
寧
幸
福
を
害
し
、

事
物
の
進
歩
改
良
を
妨
げ
な
が
ら
、
却
っ
て
白
か
ら
誇
て
忠
君
愛
固
な
ど
称
す
る
こ
そ
可
笑
し
け
れ
。
」
(
六
四
一

O
)
「
絶
対
に
考
ふ
る

と
き
は
、
今
の
世
界
中
に
国
を
立
て
て
、
各
自
に
政
府
を
設
く
る
が
知
き
、
果
し
て
何
の
為
め
な
る
や
」
(
六
|
三

O
七
)
と
い
う
よ
う
に
、

国
家
の
必
要
性
は
疑
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
家
族
や
国
家
と
い
う
区
分
は
す
べ
て
と
り
払
わ
れ
、
全
世
界
が
家
族
の
ご
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と
き
親
密
な
関
係
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
明
の
発
展
途
上
の
当
時
に
お
い
て
、
世
界
が
国
家
に
分
か
れ
覇
を

競
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

日
本
も
そ
れ
に
倣
う
べ
き
で
あ
る
し
、

そ
こ
で
の
家
族
関
係
を
模
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

」
う
し
て
「
家
族
」
と
い
う
領
域
は
、

一
方
で
、
当
時
の
西
洋
文
明
に
倣
う
と
い
う
文
脈
か
ら
論
じ
ら
れ
た
が
、
他
方
で
、
文
明
の
歴
史

の
発
展
過
程
に
あ
る
当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
人
間
の
「
智
徳
」
の
発
達
と
人
間
交
際
の
拡
大
と
い
う
、
文
明
史
の
原
理
に
も
と
づ
く
人
間

関
係
を
保
証
す
る
限
ら
れ
た
領
域
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
福
沢
が
「
彼
の
良
家
と
称
す
る
家
の
内
に
は
今
日
既
に
其
端
緒
を
示

し
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
彼
が
、
当
時
「
私
徳
」
を
修
め
た
上
で
文
明
化
を
担
い
う
る
も
の
と
し
て
期
待
し
て
い
た

士
族
の
家
庭
の
一
部
に
お
い
て
は
、
彼
の
理
論
を
裏
打
ち
す
る
よ
う
に
、
真
の
思
い
や
り
に
基
づ
く
人
間
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
、
福
沢

(
お
)

は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
概
略
』
に
お
い
て
福
沢
が
、
当
時
の
日
本
の
と
る
べ
き
路
線
と
し
て
、
「
智
」
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
を
提
唱
し
た
こ
と
は
既
に
論
じ
た
。

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

そ
れ
は
、
文
明
史
の
発
展
過
程
に
鑑
み
て
、
当
時
の
日
本
は
、
人
々
が
「
私
徳
」
を
修
め
、

そ
の
う
え
で
合
理
的
精
神
を
発
展
さ
せ
る
と
い

う
「
智
」
に
も
と
づ
く
文
明
化
の
段
階
に
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
自
然
界
お
よ
び
社
会
関
係
に
関
す
る
法
則
が
理
解

さ
れ
、
人
々
は
合
理
的
精
神
に
基
づ
き
そ
れ
に
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
社
会
関
係
は
、
客
観
的
に
理
解
可
能
な
、

規
則
と
契
約
に
基
づ
く
事
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
拙
稿
「
序
説
」
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
福
沢
は
、
当
時
の
文
明
段
階
に
お
い
て
も
、
家
族
の
中
で
は
、
規
則
で
は
な
く
「
情

愛
」
に
基
づ
く
関
係
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
。
「
私
徳
」
を
修
め
、
自
己
規
律
が
可
能
と
な
っ
た
人
間
は
、
外
界
の
自
然
お
よ
び
社
会

関
係
の
法
則
を
理
解
し
、
規
則
に
基
づ
く
人
間
関
係
を
成
立
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
則
に
基
づ
く
大
人
同
士
の
「
他
人
」
の
付
き
合
い
の

外
に
、
家
族
内
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
合
理
的
精
神
お
よ
び
自
己
規
律
の
確
立
と
と
も
に
実
現
さ
れ
る
、
心
か
ら
の
「
情
愛
」
に
基
づ

く
人
間
関
係
が
成
立
し
得
る
と
、
福
沢
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
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説

し
か
し
福
沢
は
、
当
時
の
文
明
段
階
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
「
情
愛
」
に
基
づ
く
人
間
関
係
は
、
家
族
と
い
う
領
域
ま
で
し
か
拡
が
り

得
な
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
家
族
外
の
社
会
関
係
は
、
契
約
や
規
則
に
も
と
づ
く
べ
き
だ
と
論
じ
た
。
当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
と
り
あ

論

え
ず
必
要
な
の
は
、
上
か
ら
の
命
令
や
教
義
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
客
観
的
な
法
則
に
基
づ
く
契
約
や
規
則
に
よ
り
、
人
間
関
係
を
作
り
上

げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
で
国
家
の
独
立
の
観
点
か
ら
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
た
西
洋
文
明
化
に
そ
く
し
て
男
女
関
係
を
西
洋
文

明
化
す
る
た
め
に
、
当
時
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
方
策
を
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
個
人
の
独
立
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
を
抑
圧

」
う
し
て
福
沢
は
、

す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
教
主
義
と
、
抑
圧
の
機
構
と
な
っ
て
い
る
家
族
の
機
能
が
攻
撃
さ
れ
た
。
他
方
、
彼
は
、
文
明
史
の
原
理

に
も
と
づ
き
、
「
智
徳
」

の
充
分
に
発
達
し
た
人
間
同
士
が
、
「
情
愛
」
に
も
と
づ
き
関
係
を
む
す
ぶ
状
態
が
全
社
会
的
に
拡
が
る
こ
と
を
、

究
極
の
目
的
と
し
て
め
ざ
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、

そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
が
、
当
時
既
に
家
族
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
福
沢
に
お
い
て
、
家
族
は
、
文
明
化
の
進
展
に
よ
り
「
智
徳
」

の
発
達
を
遂
げ
る
人
聞
を
論
ず
る
原
理
論
に
お
い
て
は
、

の
究
極
状
態
の
雛
型
を
示
す
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
な
が
ら
、
現
実
の
国
家
に
よ
る
当
面
の
西
洋
文
明
化
と
い
う
要
請
に
お
い
て
は
、
抑
圧

(
幻
)

の
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
福
沢
の
文
明
化
の
議
論
に
お
い
て
、
家
族
は
、
古
い
教
義
と
文
明
の
理
想
が
せ
め
ぎ
あ
う
領
域

だ
っ
た
の
で
あ
る
。(

5
)
文
明
の
究
極
に
お
け
る
男
女
関
係

こ
う
し
て
、
当
時
の
国
家
的
必
要
か
ら
考
え
て
も
、
文
明
史
の
理
論
に
お
い
て
も
、
夫
婦
お
よ
び
家
族
の
あ
り
か
た
は
、
重
要
な
意
味
を
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持
っ
て
い
た
。
福
沢
は
、
西
洋
文
明
に
な
ら
っ
て
一
夫
一
婦
制
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
西
洋
文
明
が
文
明
の
歴
史
の
一
過
程
に
す

ぎ
な
い
と
し
た
ら
、
文
明
の
究
極
状
態
に
お
い
て
は
、

う
。
彼
は
『
男
子
論
』
に
お
い
て
、

一
夫
一
婦
制
と
は
異
な
る
男
女
関
係
が
あ
る
と
想
像
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

一
夫
一
婦
制
は
、
あ
く
ま
で
も
今
日
の
文
明
説
に
お
け

そ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

る
最
善
の
形
態
で
あ
っ
て
、
「
絶
対
の
理
論
」
に
お
い
て
は
、
別
の
形
が
あ
り
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
(
五
|
六
三

O
)

そ
れ
で
は
、
全
て
の
人
間
関
係
が
「
情
愛
」
に
基
づ
く
も
の
と
な
る
と
い
う
文
明
の
究
極
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
男
女
関
係
が
成
立
す

る
と
、
福
沢
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、

そ
の
ヒ
ン
ト
を
『
離
婚
の
弊
害
』
と
い
う
小
論
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中

で
福
沢
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
男
女
相
愛
す
る
は
人
の
天
性
な
り
と
難
ど
も
、
其
相
愛
す
る
の
情
は
時
に
或
は
変
化
せ
ざ
る
を
得
、
ず
。
相
愛
す
る
に
衆
り
て
愛
の
童
く

る
に
散
じ
、
互
に
其
旧
愛
を
去
て
互
に
其
新
に
愛
す
る
所
に
就
き
、
緊
散
去
就
は
唯
男
女
の
撰
ぶ
所
に
任
じ
て
、
随
時
愛
す
る
所
を
愛
す
る

を
妨
げ
ず
、
之
を
フ
リ

l
・
ラ
ヴ

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

一
ム
ハ
一
二
)

こ
れ
は
「
専
ら
純
粋
な
る
愛
情
」
に
も
と
づ
く
男
女
の
結
び
つ
き
で
あ
り
、
「
文
明
世
界
に
て
は
、
人
間
の
意
の
自
由
を
妨
げ
ざ
る
を
貴

(
相
愛
の
自
由
)

と
云
ふ
。
」
(
一

ぶ
が
故
」
の
説
(
一
一
ー
ー
六
四
)

で
あ
る
と
解
説
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
『
福
翁
百
話
』
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
男
女
が
生
ま
れ
る
数
は
大
体
同

じ
で
あ
る
か
ら
、

一
夫
一
婦
は
天
然
の
あ
り
方
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、

一
度
成
立
し
た
そ
の
関
係
を
生
涯
続
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て

は
、
異
な
る
意
見
が
存
在
す
る
。

「
云
く
、
男
女
相
遇
ふ
て
夫
婦
と
為
る
は
愛
情
を
以
て
す
る
の
み
、
そ
の
情
尽
れ
ば
則
ち
相
別
る
可
し
、
:
・
:
:
:
其
交
情
に
も
白
か
ら
変

天
然
の
約
束
に
背
く
も
の
な
り
、
愛
情
相
投
ず
れ
ば
合
し

化
を
生
ず
る
は
自
然
の
数
な
る
に
、
(
そ
れ
を
強
い
て
夫
婦
に
し
て
お
く
の
は
、
)

て
夫
婦
と
為
り
、

そ
の
情
の
尽
る
を
期
し
て
自
由
に
相
別
れ
、
更
ら
に
他
に
向
て
好
配
偶
を
求
む
可
し
云
々
と
て
、
こ
の
説
を
名
け
て
自
由
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愛
情
論
(
フ
リ

l
ラ
ヴ
)

(
お
)

と
称
す
。
」
(
『
福
翁
百
話
』
ニ

O
、
「
一
夫
一
婦
借
老
同
穴
」
、
六
|
二
三
九
)

し
か
し
福
沢
は
、
こ
の
説
を
紹
介
し
た
後
で
、
「
或
は
人
間
の
本
性
よ
り
論
ず
れ
ば
フ
リ

i
・
ラ
ヴ
の
方
道
理
に
適
し
て
、
人
間
社
会
も

論

此
フ
リ

l
・
ラ
ヴ
の
行
は
る
る
に
至
り
て
始
め
て
完
全
の
人
聞
社
会
な
る
べ
し
な
ど
云
へ
る
玄
妙
論
も
あ
ら
ん
か
な
れ
ど
も
、
今
日
の
実
際

に
於
て
社
会
の
組
織
は
連
も
俄
か
に
此
説
の
実
行
を
望
む
べ
か
ら
ず
。
」
(
一
一
ー
ー
六
回
)
人
間
世
界
の
道
徳
論
は
、
古
来
か
ら
の
習
慣
に
よ

っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
関
関
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
、

一
夫
一
婦
借
老
同
穴
が
最
上
の
倫
理
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
「
彼
の
自
由
論
の
知
き
は
心
に
思
ふ
可
く
し
て
口
に
言
ふ
可
ら
ず
、
仮
令
ひ
思
ひ
切
っ
て
口
に
云
ふ
も
断
じ
て
実
際
に
行
ふ

と
付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

可
ら
ず
」
(
六
l
一一一一一九)

す
な
わ
ち
福
沢
は
、
す
べ
て
の
人
聞
が
そ
の
「
智
徳
」
を
完
全
に
展
開
し
、
独
立
し
た
個
人
と
な
る
究
極
の
文
明
世
界
を
想
像
し
た
。
し

か
し
人
聞
は
、
本
来
他
の
人
聞
を
思
い
や
る
「
本
心
」
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
完
壁
に
独
立
し
た
人
間
た
ち
は

孤
立
す
る
こ
と
な
く
、

そ
こ
で
は
「
助
け
助
け
ら
れ
て
相

E
に
之
に
酬
い
ん
と
欲
せ
ざ
る
も
の
な
し
」
(
六
|
四

O
入
)

と
い
う
社
会
関
係

が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
た
。
更
に
「
情
愛
」
と
い
う
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
に
よ
り
、
弱
者
に
対
し
て
も
そ
の
配
慮
は
及
ぶ
。
そ
の

よ
う
に
互
い
を
思
い
や
る
人
間
関
係
の
成
立
す
る
世
界
は
、
あ
た
か
も
大
き
な
家
族
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
「
智
徳
」
が
完
壁
に
発
達
し
、
「
本
心
」
か
ら
発
し
た
「
情
」
だ
け
が
人
間
関
係
を
支
配
す
る
「
黄
金
世
界
」
に

お
い
て
、

は
じ
め
て
男
女
の
関
係
も
、
他
の
一
切
の
考
膚
を
こ
え
て
、
純
粋
の
愛
情
の
み
に
基
づ
く
も
の
に
な
り
得
る
と
福
沢
は
考
え
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
フ
リ

l
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
人
間
の
文
明
は
、
悲
し
い
か
な
、
未
だ
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
に

は
程
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
人
間
世
界
の
極
致
を
み
つ
め
つ
つ
、
当
時
の
文
明
段
階
に
お
い
て
到
達
可
能
だ
と
考
え
ら
れ

る
「
一
夫
一
婦
借
老
同
穴
」

の
状
態
を
め
ざ
し
て
、
生
涯
に
わ
た
り
闘
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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金士
市口

び以
上
で
、
福
沢
諭
吉
が
文
明
に
お
け
る
個
人
と
家
族
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
が
、
最
後
に
、
こ

の
考
察
の
中
で
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
彼
の
思
想
の
構
造
を
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
課
題
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
稿

を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

福
沢
は
、
早
く
か
ら
西
欧
の
思
想
に
触
れ
、
そ
の
基
本
を
成
す
自
由
と
平
等
と
い
う
思
想
を
理
解
し
て
い
た
。
彼
は
そ
の
う
え
で
、
文
明

(
鈎
)

史
と
い
う
歴
史
観
を
受
け
入
れ
た
。
そ
し
て
、
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
、
文
明
の
歴
史
観
に
も
と
づ
き
西
洋
文
明
を
分
析
し
、
当
時

の
日
本
に
必
要
な
の
は
、
国
の
独
立
を
守
る
た
め
に
西
洋
文
明
を
模
倣
す
る
こ
と
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
に
、
西
洋
文

福沢諭吉における文明と家族(3・完)

明
の
核
と
し
て
の
独
立
し
た
個
人
と
い
う
人
間
類
型
に
注
目
し
た
。
国
の
独
立
を
守
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
独
立
し
た
個
人
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
福
沢
の
議
論
に
お
い
て
、
「
文
明
」
・
「
国
家
の
独
立
」
・
「
独
立
し
た
個
人
」
な
ど
は
、
す
べ
て
西
欧

か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
り
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
彼
は
そ
う
し
た
思
想
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
が
若
い
頃
身
に
付
け
た
儒
教
思
想
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
受

け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
独
立
し
た
個
人
と
い
う
人
間
類
型
を
、
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
理
解
し
た
。
ま
た
、
野
蛮
か
ら
文

明
へ
と
い
う
文
明
の
歴
史
を
、
「
万
物
の
霊
」
が
「
本
心
」
を
め
ざ
し
て
「
智
徳
」
を
発
達
さ
せ
て
い
く
過
程
に
重
ね
て
理
解
し
た
。
そ
の

う
え
で
、
西
欧
と
日
本
を
比
較
し
た
場
合
、
当
時
の
日
本
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
、
科
学
的
合
理
的
精
神
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
そ
こ
で
彼

は
「
智
」

の
必
要
性
を
説
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
西
欧
に
お
け
る
と
同
様
な
対
等
な
役
割
分
業
に
基
づ
く
一
夫
一
婦
制
を
実
現
す
る
た
め
に
、
西
欧
の
近
代
思
想
に
お
け
る
大
原
則

で
あ
る
自
由
と
平
等
の
観
点
か
ら
、
男
女
関
係
の
対
等
化
を
論
じ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
も
、
彼
は
、
自
由
を
論
ず
る
に
際
し
、
西
欧

北j去44(6・247)1659



説

の
思
想
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
儒
教
思
想
の
な
か
か
ら
「
恕
」
と
い
う
教
え
を
引
用
し
た
う
え
で
、
他
人
に
対
し
て
自
由
を
保
証
す
る
こ
と

論

の
重
要
性
を
説
い
た
。
し
か
し
平
等
に
関
し
て
は
、
現
実
の
家
族
は
平
等
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
根
拠
を

の
状
態
を
生
む
も
と
に
な
っ
て
い
る
儒
教
と
封
建
制
を
批
判
し
、
西
欧
な
み
の
対
等
な
関
係
を
主
張
し
た
の
で

見
出
せ
ず
、
「
男
尊
女
卑
」

あ
る
。彼

は
、
夫
婦
の
関
係
は
、
す
べ
て
の
社
会
関
係
の
も
と
で
あ
り
、

ぞ
れ
は
道
徳
的
関
係
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
夫
婦

の
聞
に
「
敬
意
」
と
い
う
道
徳
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
親
愛
」
と
い
う
感
情
と
共
に
「
恭
敬
」
と
い
う
徳

(
初
)

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
も
、
儒
教
思
想
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
家
族
と
い
う
領
域
は
す
べ
て
の
社
会
関
係
に
先
立
ち
、

そ
の
内
部
で
の
人
間
関
係
が
「
智
徳
」

の
発
達
の
う
え
に
、
「
情
愛
」

に
基
づ
く
も
の
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
関
係
は
日
本
の
現
実
の
家
族
内
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
文
明
の
究
極

に
お
け
る
望
ま
し
い
人
間
関
係
の
姿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
福
沢
は
、
儒
教
の
人
間
観
を
下
敷
き
に
持
ち
な
が
ら
、
西
洋
文
明
に
接
す
る
こ
と
で
、
常
に
望
ま
し
い
人
間
の
姿
お
よ
び
人
間

関
係
を
問
い
直
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
福
沢
は
、
西
欧
か
ら
何
よ
り
も
科
学
的
合
理
的
精
神
と
、

そ
こ
か
ら
発
し
た
自
由
と
平

等
と
い
う
思
想
、

そ
こ
に
お
け
る
社
会
関
係
の
原
則
と
し
て
の
法
と
契
約
と
い
う
概
念
を
学
ん
だ
。
し
か
し
、
人
間
と
は
「
万
物
の

寺
品
れ
~
、

霊
」
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
を
抱
い
て
い
た
福
沢
は
、
望
ま
し
い
人
間
の
姿
と
し
て
、
合
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
を
要

求
し
た
。

こ
う
し
て
福
沢
は
、
東
西
の
思
想
か
ら
道
徳
性
と
合
理
性
を
吸
収
し
、
人
間
に
必
要
な
も
の
と
し
て
論
じ
た
。
し
か
し
彼
は
、
人
間
の
関

係
に
は
、
こ
の
両
者
だ
け
で
は
汲
み
尽
く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
マ
ク
フ

7
1
リ
ン
が
「
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
感
情
と
資
本
主
義
社
会
の
合
理
性
に
関
し
て
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
人
間
に
お
け
る
感
情
と
い
う
要
素
は
、
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人
聞
が
合
理
的
か
つ
道
徳
的
に
な
っ
た
後
に
も
残
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
人
間
が
「
智
徳
」
を
極
め
た
「
文
明
の
究
極
」

と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
「
情
愛
」
と
い
う
感
情
が
、
人
間
関
係
を
保
証
す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
情
愛
」
こ
そ
、

日
本
の
家
族
内
に
既
に
存
在
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
福
沢
が
実
に
巧
み
に
東
西
の
思
想
を
吸
収
し
、

日
本
人
と
し
て
の
自
己
の
思
想
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
彼
の
理
論
が
実
効
性
を
持
つ
た
め
に
は
、
先
ず
、
合
理
性
と
道
徳
性
を
も
っ
た
個
人
が
必
要
と
さ
れ
る
。

現
実
に
は
、
彼
が
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
続
け
た
こ
と
を
、
我
々
は
知
っ
て
い
る
。

政
治
社
会
を
主
体
的
に
形
成
し
て
い
く
独
立
し
た
個
人
が
求
め
ら
れ
て
久
し
い
。
さ
ら
に
、
女
性
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
否
定
せ
ず
に
独

立
し
、
他
の
独
立
し
た
個
人
と
し
て
の
男
性
と
作
り
上
げ
る
男
女
関
係
は
、
模
索
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
欧
に
発
し
た

ペ
イ
ト
マ
ン
の
論
じ
る
よ
う
に
家
族
内
の
家
父
長
制
を
前
提
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
問

題
の
解
決
な
し
に
対
等
な
男
女
の
関
係
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
民
主
主
義
理
論
が
前
提
と
し
た
家
族
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
家

近
代
民
主
主
義
理
論
が
、

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

父
長
制
支
配
を
存
続
さ
せ
な
が
ら
、

そ
れ
を
、
対
等
な
主
体
に
よ
る
契
約
と
い
う
擬
制
と
、
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
機
能
に

よ
り
覆
い
隠
し
て
き
た
。
福
沢
は
、
男
女
の
関
係
を
生
物
と
し
て
の
根
源
的
な
違
い
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
検
討
し
、

そ
の
う
え
で
男
女
が
対

等
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
議
論
は
、
家
族
内
の
家
父
長
制
を
否
定
し
、
男
女
関
係
の
根
源
的
な
部
分
に
お
い
て
対
等
な
関
係
を
打
ち
立
て

ょ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
族
内
の
夫
婦
関
係
を
す
べ
て
の
社
会
関
係
の
基
礎
で
あ
る
と
位
置
付
け
た
が
、

れ
は
、
家
族
内
に
成
立
し
た
対
等
性
を
、
社
会
的
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
契
約
と
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ

ヴ
」
に
替
わ
っ
て
、
道
徳
と
「
情
愛
」
に
よ
り
作
り
上
げ
る
男
女
関
係
と
い
う
福
沢
の
提
案
は
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
検
討
す
べ
き
意
義

を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ

(
{
元
)
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I主

論

第
三
部

(
1
)
詳
し
く
は
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
「
福
沢
諭
土
口
の
婦
人
論
に
ふ
れ
て
」
『
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
』
三
九
号
、
(
一
九
七
九
年
)
参
照
。

(
2
)
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
の
状
況
及
び
権
利
を
求
め
る
運
動
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
淑
女
か
ら
人
間
へ
L

『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
八
巻
第
二
、

四
号
参
照
。

(3)
こ
の
問
題
に
関
す
る
全
般
的
な
議
論
に
関
し
て
は
、

n
R♀

r
z
g
p
叫
が
お
り
な
ミ
且
ミ
ミ
司
皇
室
・

(PBσ
『広岡市・

5
∞
ω
y
n
E
Z
E
E
-
三偽

EVNE』門リ
S
E
ユ
(PEσ
『区間

P

E
∞
∞
)
・
玄

F
ω
宮
口

-
3
5己
ハ
リ
司
目

Z
E
E
(
E
e
y
pさ
三
之
宮
町
内
吋
守
C
H
Q
S
5
B
E
E
S
E
円
三
2
3
J

(の回目
σ『広間巾・

5
。
ご
な
ど
を
参
照
。

(

4

)

(

リ・司

E
B
B
-
言
内
む
な
ミ
ミ
ミ
宅
皇
室
一
口
同
『

O
E円
EC口白
E

2
白
室
内
こ
を
参
照
。

(
5
)
ペ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
唯
一
の
例
外
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
る
。
彼
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
、
男
も
女
も
ば
ら
ば
ら
な
個
人
と
し
て

存
在
す
る
状
態
を
想
定
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
女
性
は
子
供
に
対
す
る
支
配
権
を
持
つ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
依
存
者
を
持
つ
と
い
う
こ

と
が
、
男
性
と
の
争
い
に
お
い
て
、
女
性
を
不
利
な
状
態
に
お
く
と
彼
は
考
え
た
。
そ
し
て
、
何
代
に
も
わ
た
る
う
ち
に
、
女
性
は
す
べ
て
男

性
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
状
態
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
。
・

2
Z
E
E
-
zの
a
E
P
C
E
2ロ
E
g
冨
自
由
回
巾
Z
)
巾吋

3

・国

S
E
g
-
-よ
可

5
5
Z

E
己【

UOロ』巴何回
-
E岡
戸
田
口
冨

F
ω
Zロ
芯
司
自
己
わ
句
良
市
呂
田
口
(
巾
門
日
)
・

3
喜
吉
之
宮
町
内
母
語

EHHSH臼
s
t
E丘町
R

ミコ
E
q
参
照
。

(
6
)
契
約
理
論
の
前
提
と
し
た
個
人
と
し
て
の
男
性
は
、
妻
だ
け
を
支
配
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
家
長
と
し
て
、
妻
、
子
、
下
僕
な
ど
家
を
構

成
す
る
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
を
監
督
し
、
家
政
全
般
の
責
任
を
負
う
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
。

(
7
)
英
語
に
お
い
て
、
「
男
性
吉

g)」
が
同
時
に
普
遍
的
な
人
間
を
も
意
味
す
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。
女
性
た
ち
の
権
利
を
求
め
る
要
求

が
で
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
男
性
た
ち
は
そ
の
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
淑
女
か
ら
人
間
へ
」
参
照
。

(
8
)
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
家
族
史
再
考
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四

O
巻
第
三
号
(
一
九
九

O
年
)
参
照
。
そ
こ
で
も
述
べ
た
よ

う
に
、
近
年
、
家
族
や
女
性
の
状
況
を
、
歴
史
的
資
料
に
基
づ
い
て
再
解
釈
す
る
業
績
が
、
続
々
と
著
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ケ
ン
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福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

ブ
リ
ッ
ジ
・
グ
ル
ー
プ
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
り
、
大
量
の
歴
史
資
料
を
分
析
す
る
手
法
を
確
立
し
て
以
来
、
各
地
に
残
る
資
料
の
解
析

が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
解
釈
に
関
し
て
、
様
々
な
論
争
が
沸
き
上
が
っ
て
い
る
。

(
9
)
岡
山
・
〉
・
リ
グ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
サ
ス
の
議
論
に
お
け
る
重
要
な
点
は
、
男
女
聞
の
性
欲
が
常
に
変
わ
ら
な
い
と
考
え
た
点
に
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
コ
ン
ド
ル
セ
な
ど
は
、
文
明
の
進
展
に
伴
い
、
男
女
聞
の
性
欲
は
減
少
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
文
明
の

発
展
に
よ
り
人
間
の
精
神
性
が
展
開
す
る
こ
と
を
予
定
し
、
性
欲
を
制
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
人
間
と
禽
獣
と
の
重
要
な
違
い
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
福
沢
の
文
明
観
が
、
後
者
の
文
明
観
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
同
〉
目
当
『
主
主
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
お
け
る
講
義
」

Z
E
n
r
m『
05ι
ぢ
円

Z
Z
E
M門
司
王
河

2
0
Z
Z
O
R
に
お
け
る
言
及
。

(
叩
)
他
に
も
離
婚
に
関
す
る
一
連
の
議
論
(
一
一
ー
ー
六
三

1
六
六
)
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
こ
の
よ
う
な
男
女
共
同
の
家
庭
経
営
の
様
子
の
例
と
し
て
、
『
民
間
経
済
録
』
(
四
一
一
一
一
八
)
参
照
。

(
ロ
)
結
婚
に
関
し
て
血
統
に
注
意
す
る
こ
と
が
、
ど
の
程
度
国
家
主
義
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
た
の
か
は
、
慎
重
な
考
察
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

福
沢
の
文
明
史
の
文
脈
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
人
類
の
存
続
と
い
う
大
き
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
現
実
の
国
家
間
対
立
の
状
況
に
お

い
て
は
、
国
家
主
義
と
関
連
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(日

)
E
B
冨
宮
内
陪
ユ
富
市
・
コ
ζ

町
三
宮
さ
ミ

P
Y
E
-
2苦・
(
O
H『

C
E
-
-∞∞寸)・
(UE三
旬
。
・

zFO〈
巾

J
古
田
】

-
E
Cム
土
参
照
。

(
凶
)
こ
の
よ
う
な
契
約
を
基
本
と
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
夫
と
妻
と
い
う
関
係
も
契
約
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
結
婚
契
約
が
そ
れ
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
契
約
の
内
容
に
関
し
て
、
男
は
夫
に
、
女
は
妻
に
な
る
と
い
う
地
位
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
外
に
も
様
々
な

限
定
の
存
在
す
る
結
婚
契
約
が
、
自
由
な
主
体
に
よ
る
契
約
と
呼
ば
れ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
ペ
イ
ト
マ
ン
は
論
じ
て
い
る
。
彼
女
は
、
契
約

に
擬
し
て
、
実
際
に
は
支
配
関
係
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
関
係
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
を
、
「
性
契
約

(ω
巾

H
E
-
n
g可
白

2
ご
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、

社
会
契
約
は
、
こ
の
「
性
契
約
」
を
前
提
と
し
て
の
み
成
立
し
得
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る

o
E
Z
E
E
-
コ
毘
伝
言
。
』
〔

U
S
E円
F
n
E宮
市
『
同
お

よ
び
め
参
照
。

ベ
イ
ト
マ
ン
の
議
論
は
、
マ
ク
フ

7
1
リ
ン
の
示
し
た
家
族
関
係
の
モ
デ
ル
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
き
、
き
わ
め
て
説
得
力
に
富
む
。

マ
ク
フ

7
1
リ
ン
に
よ
り
示
さ
れ
た
、
契
約
に
基
づ
く
社
会
に
お
け
る
唯
一
の
融
合
関
係
と
し
て
の
夫
婦
の
聞
を
保
証
す
る
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
・
ラ
ヴ
」
は
、
対
等
な
主
体
に
よ
る
契
約
と
い
う
理
論
と
共
に
、
夫
婦
問
に
お
け
る
家
父
長
制
支
配
を
覆
い
隠
す
た
め
に
機
能
し
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

北法44(6・251)1663 
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(
日
)
マ
ク
フ

7
1
リ
ン
と
の
個
人
的
会
話
に
よ
る
。

(
日
)
こ
の
違
い
を
図
で
表
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

福
沢
の
考
え
た
社
会
関
係

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
モ
デ
ル

ロマンティック

ラグ

契約

北法44(6・252)1664

論

天下

(
口
)
「
万
物
の
霊
」
の
出
典
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
序
説
」
注
6
参
照
。

(
児
)
こ
の
よ
う
に
人
聞
の
本
性
が
善
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
孟
子
の
思
想
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
金
谷
治
『
孟
子
、
上
』
(
朝
日
文

庫
、
一
九
七
八
年
)
二
四
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
、
基
本
的
に
人
間
は
本
来
悪
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
に
注
意
。

(
四
)
福
沢
の
考
え
た
あ
る
べ
き
人
間
の
姿
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
を
、
彼
の
著
作
の
な
か
か
ら
抽
出
し
て
い
く
と
、
そ
れ
が
殆
ど
儒
教
に

お
け
る
人
間
像
に
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
「
私
智
」
・
「
私
徳
」
・
「
公
智
」
・
「
公
徳
」
と
い
う
人
間

の
進
歩
の
過
程
を
考
え
る
と
、
そ
れ
が
、
『
大
学
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
格
物
致
知
誠
意
誠
心
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」
と
い
う
「
八
条
目
」

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
福
沢
の
「
私
」
と
「
公
」
の
別
は
、
「
八
条
目
」
に
お
け
る
「
明
徳

を
明
ら
か
に
す
る
」
と
「
民
を
新
た
に
す
る
」
に
対
応
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
彼
の
議
論
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解

す
る
と
、
「
格
物
致
知
誠
意
誠
心
修
身
」
ま
で
を
含
む
「
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
、
福
沢
は
、
「
格
物
致
知
」
に
関
し
て
は
、

西
欧
か
ら
学
ん
だ
科
学
的
合
理
的
精
神
に
意
味
を
転
換
し
た
う
え
で
、
「
智
」
の
必
要
性
と
し
て
論
じ
た
。
し
か
し
、
「
誠
意
誠
心
修
身
」
お
よ



ぴ
福
沢
が
「
公
徳
」
の
基
本
と
し
て
考
え
た
「
斉
家
」
に
関
し
て
は
、
日
本
に
お
い
て
は
大
き
な
問
題
は
な
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
合
理
的

精
神
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
独
立
、
す
な
わ
ち
「
治
国
」
が
可
能
と
な
る
と
考
え
た
と
い
う
説
明
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
儒
教
思
想
の
専
門
家
の
方
々
の
研
究
を
待
ち
た
い
。

(
却
)
こ
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
『
福
翁
百
話
』
一
二
六
「
男
尊
女
卑
の
弊
は
専
ら
外
形
に
在
る
者
多
し
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
日
本

国
の
婦
人
に
は
権
力
な
し
と
一
言
ふ

0

・
:
:
:
:
(
し
か
し
)
一
方
よ
り
視
る
と
き
は
、
人
の
窺
ひ
得
ざ
る
所
に
白
か
ら
女
権
の
大
な
る
も
の
あ
り
。

:
:
時
と
し
て
は
女
権
強
大
に
し
て
十
分
の
勢
力
を
逗
う
す
る
も
の
な
き
に
非
ず
。
:
:
:
・
:
之
を
西
洋
諸
国
の
習
慣
に
比
し
て
、
我
女
権
に

一
種
の
特
色
あ
る
を
見
る
可
し
。
」
(
六
|
二
六
五
)

(
幻
)
『
百
話
』
の
な
か
で
福
沢
は
、
『
論
語
』
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
「
恕
」
と
い
う
徳
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所

を
人
に
施
す
勿
れ
」
と
い
う
『
論
語
』
衛
霊
公
第
一
五
に
み
え
る
言
葉
で
あ
る

O

『
百
話
』
八
、
六
二
二
回
。
福
沢
は
、
彼
が
自
家
薬
篭
中
の

も
の
と
し
て
い
た
儒
教
の
思
想
を
下
敷
き
に
、
西
欧
か
ら
の
思
想
を
摂
取
す
る
こ
と
で
、
彼
独
自
の
思
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
第
二
部
、
注
幻
も
参
照
。

(
詑
)
こ
の
歴
史
の
究
極
状
態
は
、
こ
の
他
に
、
「
円
満
の
境
遇
」
(
六
|
一
一
一
五
、
三
六
八
)
、
「
絶
対
の
美
」
(
六
|
三
六
人
、
三
八
二
)
等
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
浮
世
談
』
の
な
か
に
、
「
学
者
の
常
に
云
ふ
ゴ
ー
ル
デ
ン
エ

l
ジ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
六
1

四
四
八
参
照
。

(
お
)
『
民
情
一
新
』
に
も
こ
の
よ
う
な
状
態
に
対
す
る
言
及
が
あ
る
。
「
世
界
人
類
の
教
育
果
し
て
上
達
し
て
所
謂
聡
明
叡
知
の
域
に
至
る
こ
と
あ

ら
ば
、
心
の
欲
す
る
所
に
進
み
意
の
適
す
る
物
を
取
り
嘗
て
制
節
を
要
せ
ざ
る
べ
し
:
:
・
:
:
千
万
歳
に
期
す
可
ら
ざ
る
想
像
社
会
な
る
も
の
を

設
け
て
考
れ
ば
、
先
づ
人
間
世
界
に
国
を
分
つ
こ
と
も
無
用
な
り
、
政
府
を
立
る
こ
と
も
無
益
な
り
、
国
な
し
又
政
府
な
し
、
何
ぞ
国
君
を
須

ひ
ん
、
何
ぞ
官
吏
を
須
ひ
ん
、
況
や
爵
位
等
級
を
や
、
唯
是
れ
小
児
の
戯
れ
の
み
。
」
(
五
l
一
七
)

歴
史
の
究
極
状
態
と
し
て
「
文
明
の
太
平
」
と
い
う
状
態
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
に
関
し
て
、
松
沢
弘
陽
は
、
ミ
ル
の
『
経
済
学
原
理
』

に
お
け
る
観
念
か
ら
触
発
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
松
沢
「
社
会
契
約
か
ら
文
明
史
へ
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四

O
巻
第
五
・

六
号
、
七
七
八
頁
、
第
二
節
、
注
幻
参
照
。
し
か
し
、
「
文
明
の
太
平
」
の
状
態
そ
の
も
の
の
記
述
は
、
『
礼
記
』
、
礼
運
第
九
に
記
さ
れ
て
い
る

儒
教
に
お
け
る
理
想
の
世
と
し
て
の
「
大
同
の
世
」
に
類
似
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
溝
口
雄
一
一
一
「
中
国
に
お
け
る
公
・

私
概
念
の
展
開
」
『
思
想
』
六
六
九
号
(
岩
波
、
一
九
八
O
年
)
二

O
頁
参
照
。

(
泊
)
福
沢
が
、
「
政
体
中
何
が
一
番
よ
い
か
」
と
い
う
質
問
に
答
え
て
、
無
政
府
主
義
を
説
い
た
と
い
う
証
言
は
、

福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

彼
が
理
想
状
態
と
し
て
、
こ
の

北法44(6・253)1665
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よ
う
な
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
も
い
え
る
状
態
を
考
え
て
い
た
こ
と
の
裏
付
け
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。
石
田
雄
「
解
説
」
『
近
代
日
本
思
想
大
系
、
二
、

福
沢
諭
士
口
集
』
(
筑
摩
、
一
九
七
五
年
)
五
九
七
頁
。

(
お
)
「
情
愛
」
と
競
争
と
い
う
状
態
の
対
照
性
に
つ
い
て
は
、
明
治
八
年
に
書
か
れ
た
『
覚
書
』
で
も
次
の
よ
う
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
「
情
愛
は

競
争
の
反
対
な
り
。
情
愛
の
極
度
は
争
ふ
の
心
な
き
極
度
な
り
。
例
へ
ば
家
族
親
子
の
間
柄
の
如
し
。
」
(
七
六
五
八
)

そ
し
て
、
「
情
」
が
弱
者
や
異
な
る
人
間
と
の
関
係
を
支
配
す
る
こ
と
は
、
『
時
事
小
一
言
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
「
元
来
人
聞

社
会
に
於
て
、
情
交
な
る
も
の
は
唯
大
小
強
弱
不
等
の
関
係
に
在
て
存
し
、
有
も
同
等
の
関
に
於
て
之
を
表
す
も
の
は
甚
だ
稀
な
り
。
例
へ
ば

親
子
夫
婦
の
情
の
如
し
。
親
は
子
よ
り
も
大
に
し
て
、
夫
は
婦
よ
り
も
強
く
、
其
関
係
極
め
て
等
し
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
そ
の
情
も
亦
極
て
密

な
り
。
兄
弟
尚
情
あ
り
と
難
ど
も
、
そ
の
強
弱
梢
や
等
し
き
が
故
に
、
情
も
亦
梢
や
薄
し
。
従
兄
弟
は
殆
ど
大
小
強
弱
の
差
な
く
し
て
そ
の
権

利
相
同
じ
、
故
に
そ
の
情
も
亦
最
も
薄
く
し
て
、
俗
に
之
を
他
人
の
始
り
と
云
ふ
。
骨
肉
の
間
柄
に
於
て
も
、
其
関
係
漸
く
遠
く
し
て
そ
の
権

利
梢
や
等
し
き
も
の
は
、
情
を
以
て
接
す
可
ら
ず
。
」
(
五
一
ム
ハ
七
)

ま
た
、
『
百
話
』
六
十
「
智
愚
強
弱
の
異
な
る
は
親
愛
の
本
な
り
」
に
も
同
様
の
趣
旨
が
見
ら
れ
る
。

(
お
)
我
々
は
そ
の
よ
う
な
家
族
内
の
細
や
か
な
愛
情
関
係
の
記
録
を
、
た
と
え
ば
『
桑
名
目
記
・
柏
崎
日
記
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
桑
名
藩

の
下
級
武
士
の
親
子
に
よ
り
書
き
記
さ
れ
た
こ
の
日
記
に
は
、
現
代
の
家
族
に
お
け
る
と
同
様
の
親
密
な
感
情
の
存
在
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
、
第
一
五
巻
』
(
一
一
一
一
書
房
、
一
九
七
一
年
)
五

O
一Et--
，
七
六
五
頁
参
照
。

(
幻
)
お
そ
ら
く
、
当
時
実
在
し
た
家
族
は
、
公
式
の
教
義
に
基
づ
く
抑
圧
の
機
能
と
、
親
密
な
「
情
愛
」
に
基
づ
く
関
係
と
の
両
方
を
含
む
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
福
沢
は
、
そ
の
両
方
の
要
素
を
理
念
型
と
し
て
ぬ
き
だ
し
、
文
明
化
の
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
に
適
用
し
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

社
会
会
体
が
家
族
の
如
き
関
係
に
な
る
と
い
う
福
沢
の
議
論
は
、
外
見
上
は
家
族
国
家
観
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
社
会
の
構
成

の
仕
方
は
全
く
逆
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
族
国
家
観
に
お
い
て
は
、
国
{
永
か
ら
家
族
を
経
て
個
々
の
構
成
員
に
至
る
ま
で
、
上
か
ら
の
支
配

が
貫
徹
し
、
道
徳
律
も
個
々
人
の
外
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
天
皇
か
ら
個
々
の
人
間
に
至
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
血

統
と
い
う
自
然
的
な
つ
な
が
り
と
し
て
擬
制
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
個
々
の
人
間
の
主
体
的
な
判
断
が
介
在
す
る
余
地
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
に
対
し
福
沢
は
、
人
間
に
お
け
る
す
べ
て
の
社
会
関
係
が
、
独
立
し
た
個
人
を
基
礎
と
し
て
始
ま
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
彼
の
構

想
し
た
社
会
と
は
、
個
々
人
を
起
点
と
し
て
、
そ
の
人
聞
が
作
り
上
げ
る
人
間
関
係
の
広
が
り
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
独
立
し
た
個
人
と
は
、

論

北j去44(6・254)1666
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外
界
を
理
解
す
る
知
的
な
能
力
を
有
し
、
自
ら
の
内
側
に
固
有
の
道
徳
律
を
持
つ
。
そ
し
て
、
他
の
人
間
と
の
聞
に
道
徳
に
基
づ
く
関
係
を
作

っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
家
族
や
国
家
は
、
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
聞
が
智
徳
に
基
づ
き
作
り
上

げ
る
制
度
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
お
)
同
様
な
見
解
は
、
『
元
老
に
望
む
』
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
「
恩
ふ
に
一
夫
一
婦
は
必
ず
し
も
万
世
絶
対
の
真
理
に
非
ず
ざ
る
可
し
。

今
後
何
千
年
の
後
に
は
男
女
の
関
係
全
く
一
変
し
て
、
或
は
一
夫
一
婦
の
妄
誕
な
る
を
笑
ふ
の
日
も
あ
ら
ん
か
」
一
六
|
六
一

O
。

「
フ
リ

l
・
ラ
ヴ
」
と
い
う
概
念
を
、
福
沢
が
ど
こ
か
ら
学
ん
だ
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
の
可

能
性
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
一
九
世
紀
の
半
ば
に
出
現
し
た
「
フ
リ

l
・
ラ
ヴ
」
の
運
動
か
ら
示
唆
を
受
け
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

J
・
C
.

ス
バ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
の
前
半
に
存
在
し
た
一
二
つ
の
思
想
の
潮
流
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
潮
流

と
は
、
オ

1
エ
ン
主
義
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
流
れ
を
く
ん
だ
超
絶
主
義
雪
吉
田
円
巾

E
S
E
Z豆
、
フ
ー
リ
エ
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
既
存
の
結

婚
制
度
に
対
す
る
挑
戦
と
し
て
、
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
ズ
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
個
々
の
人
間
を
尊
重

す
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
中
か
ら
様
々
な
運
動
が
派
生
し
た
が
、
福
沢
の
思
想
に
最
も
近
く
、
そ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
八
五

O
年
に
始
ま
っ
た
「
モ

ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
(
冨
D

号
E
d
B
g
)
」
と
い
わ
れ
る
共
同
体
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
個
人
の
尊
厳

(
M
E
2
E
E
Z
0
5コ
間
口
々
ご
を
す
べ
て
の

行
為
の
基
礎
に
置
く
こ
と
を
主
張
す
る
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
個
人
に
対
し
て
す
べ
て
の
従
属
化
の
紳
を
断
つ
こ
と
を
要
請
し
た
。
そ
の

よ
う
な
哲
学
は
、
必
然
的
に
結
婚
に
対
す
る
新
し
い
態
度
を
要
請
し
、
こ
こ
で
「
フ
リ

l
・
ラ
ヴ
」
の
実
践
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、

』
わ

-
S
R
Z円
F
司

S
E
R
E
2
5「F
E
∞∞
γ
特
に
の
吉
宮

R
N
お
よ
び
品
参
照
。

こ
の
「
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
(
玄
C

号
E

d
自

g)
」
の
運
動
と
、
そ
の
創
始
者
の
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
ワ
レ
ン
C
C
己
与
項
目
『
『

g)
に
関
し
て
は
、

J
.

5
.

ミ
ル
が
『
自
伝
』
の
な
か
で
触
れ
て
い
る
。
ミ
ル
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
」
の
共
同
体
活
動
は
、
個
人
の
う
え
に
い
か

な
る
社
会
的
な
権
威
を
も
認
め
ず
、
「
個
人
の
尊
厳
」
の
み
に
基
づ
い
て
社
会
制
度
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
表
面
的

に
は
社
会
主
義
者
た
ち
の
計
画
に
似
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
原
理
の
点
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
ミ
ル
は
述

べ
て
い
る
。
』
・

ω
宮
戸

b
き
史
認
さ
も
空

(F口問
E
P
E
∞匂
)
3
5
H
参
照
。

福
沢
は
ミ
ル
の
自
伝
を
読
ん
で
い
た
か
ら
、
「
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
」
に
関
し
て
知
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の

程
度
福
沢
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
か
に
関
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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説

(
却
)
こ
れ
に
関
し
て
は
、
松
沢
弘
陽
「
社
会
契
約
か
ら
文
明
史
へ
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四

O
巻
第
五
・
六
号
参
照
。

(ω)
第
二
部
、
注
四
参
照
。

北法44(6・256)1668

自命

参
考
文
献
(
こ
こ
に
は
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
直
接
参
考
に
し
た
著
作
の
み
を
掲
げ
る
)

一
、
福
沢
自
身
の
著
作

福
沢
諭
吉
全
集
(
岩
波
、
一
九
五
八
年
i
一
九
七
一
年
)

福
沢
諭
吉
選
集
(
岩
波
、
一
九
八

O
年
j

一
九
八
一
年
)

『
文
明
論
之
概
略
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
)

『
学
問
の
す
す
め
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
八
一
年
)

『
明
治
十
年
丁
丑
公
論
・
痩
我
慢
の
説
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
八
五
年
)

二
、
福
沢
に
関
す
る
著
作

丸
山
真
男
「
福
沢
に
お
け
る
実
学
の
転
回
」
『
東
洋
文
化
研
究
』
第
三
号
(
一
九
四
七
年
)

同
「
福
沢
諭
吉
の
哲
学
」
『
近
代
主
義
』
(
筑
摩
、
一
九
七
五
年
)

同
『
「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
、
上
、
中
、
下
』
(
岩
波
、
一
九
八
六
年
)

坂
本
多
加
雄
「
「
独
立
」
と
「
情
愛
」
」
『
近
代
日
本
研
究
、
一
一
』
(
一
九
八
六
年
)

鹿
野
政
直
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』
(
新
評
論
社
、
一
九
五
六
年
)

同
「
解
説
」
『
福
沢
諭
吉
選
集
第
九
巻
』
(
岩
波
、
一
九
八
一
年
)

ひ
ろ
た
ま
さ
き
「
福
沢
諭
吉
の
婦
人
論
に
ふ
れ
て
」
『
岡
山
大
学
文
学
部
学
術
紀
要
』
一
二
九
号
(
一
九
七
九
年
)

同
「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
第
一
一
一
の
転
回
」
『
思
想
』
五
八

O
号
(
一
九
七
二
年
)

同
『
福
沢
諭
吉
研
究
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
六
年
)



福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

中
江
和
恵
「
福
沢
諭
吉
の
家
族
論
」
『
都
立
大
人
文
学
報
』
ご
二
号
(
一
九
七
七
年
)

坂
野
潤
二
「
解
説
」
『
福
沢
諭
士
口
選
集
第
七
巻
』
(
岩
波
、
一
九
八
一
年
)

石
田
雄
「
解
説
」
『
近
代
日
本
思
想
大
系
、
二
、
福
沢
諭
吉
集
』
(
筑
摩
、
一
九
七
五
年
)

松
沢
弘
陽
「
文
明
論
に
お
け
る
「
始
造
」
と
「
独
立
」
(
一
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
コ
二
巻
三
・
四
号
(
一
九
八
一
年
)

同
「
文
明
論
に
お
け
る
「
始
造
」
と
「
独
立
」
(
二
・
完
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
三
巻
三
号
(
一
九
八
二
年
)

同
「
解
説
」
『
福
沢
諭
吉
選
集
、
第
一
巻
』
(
岩
波
、
一
九
八

O
年
)

同
「
社
会
契
約
か
ら
文
明
史
へ
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四

O
巻
第
五
・
六
号
(
一
九
九
O
年
)

安
西
敏
三
「
福
沢
諭
吉
と
J
・

s.
ミ
ル
『
功
利
主
義
』
」
『
甲
南
法
学
』
第
=
二
巻
第
一
号
(
一
九
九

O
年
)

藤
原
敬
子
「
福
沢
諭
吉
の
人
間
形
成
観
」
『
近
代
日
本
研
究
』
(
一
九
八
四
年
)

三
井
須
美
子
「
福
沢
諭
吉
の
近
代
家
族
道
徳
論
」
『
都
留
文
化
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
人
集
(
一
九
八
八
年
)

福
沢
大
四
郎
『
父
・
福
沢
諭
吉
』
(
東
京
書
房
、
一
九
五
九
年
)

志
立
タ
キ
、
丸
山
真
男
「
ふ
だ
ん
着
の
諭
吉
と
英
語
教
育
」
『
こ
と
ば
の
宇
宙
』
(
ラ
ボ
教
育
セ
ン
タ
ー
、
一
九
六
六
年
一

O
月
号
)

中
村
敏
子
「
福
沢
諭
士
口
に
お
け
る
文
明
と
家
族
|
|
|
序
説
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四

O
巻
第
五
・
六
号
(
一
九
九
O
年
)

(
一
即
日
巾
口
密

R
E
F
叫がぬ

LP可
ぬ
ま
民
同
凶
悪
h
p
H
2華
僑
ミ
・
(
の
回
目

σ『
広
間

P
5
2
)

E
Z
2
窓
口
白
岡
崎
・

4
ロ
E
N
2白
ペ

zrz-一↓
Z
E
-
-
o
g
Z
E
-
司

D
E
E
5
5
0同
玄

2
-
Z白
COE--回目
3
5
周
。
宮
ユ
何
者
同
『
品
(
邑
)
・

3
E
E
S』

む
さ
と
も
苦
言
z
s
h
h。且ミ
=
L
E
E
s
-
(
司
E
n
a
c
P
3
2
)

三
、
日
本
関
連
著
作

源
了
園
『
徳
川
合
理
思
想
の
系
譜
』
(
中
央
公
論
社
、

同
『
義
理
と
人
情
』
(
中
公
新
書
、
一
九
六
九
年
)

相
良
亨
『
日
本
人
の
伝
統
的
倫
理
観
』
(
理
想
社
、

同
『
武
士
道
』
(
塙
書
一
一
房
、
一
九
六
八
年
)

家
永
三
郎
『
日
本
道
徳
思
想
史
』
(
岩
波
、

一
九
九
三
年
)

北法44(6・257)1669 

一
九
六
四
年
)

一
九
六
二
年
)



説論

和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
思
想
史
、
下
巻
』
(
岩
波
、
一
九
七
一
年
)

津
田
左
右
吉
『
津
田
左
右
吉
全
集
、
別
巻
第
五
』
(
岩
波
、
一
九
六
六
年
)

吉
川
幸
次
郎
『
仁
斎
、
但
徳
、
宣
長
』
(
岩
波
、
一
九
七
五
年
)

同
、
清
水
茂
『
伊
藤
仁
斎
、
伊
藤
東
涯
』
(
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
、
一
九
七
一
年
)

丸
谷
晃
一
「
伊
藤
仁
斎
の
「
情
」
的
道
徳
実
践
論
の
構
造
」
『
思
想
』
八
二

O
号
(
岩
波
、

新
渡
戸
稲
造
『
武
士
道
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
九

O
年
)

武
田
清
子
ほ
か
(
編
)
『
日
本
文
化
の
か
く
れ
た
形
』
(
岩
波
、
一
九
九
二
年
)

丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
三
年
)

石
田
雄
『
明
治
政
治
思
想
史
研
究
』
(
未
来
社
、
一
九
五
五
年
)

日
高
六
郎
(
編
)
『
近
代
主
義
』
(
現
代
日
本
思
想
体
系
、
筑
摩
、
一
九
七
五
年
)

マ
リ
ウ
ス
・

8
.

ジ
ャ
ン
セ
ン
(
編
)
『
日
本
に
お
け
る
近
代
化
の
問
題
』
(
岩
波
、
一
九
九
二
年
)

神
島
二
郎
「
近
代
日
本
の
精
神
構
造
』
(
岩
波
、
一
九
七
二
年
)

同
『
日
本
人
の
結
婚
観
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
七
年
)

鹿
野
政
直
『
日
本
近
代
化
の
思
想
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
六
年
)

同
『
戦
前
・
「
家
」
の
思
想
』
(
創
文
社
、
一
九
八
三
年
)

川
島
武
宜
『
川
島
武
宜
著
作
集
、
第
十
巻
』
(
岩
波
、
一
九
八
三
年
)

関
口
裕
子
ほ
か
『
日
本
家
族
史
古
代
か
ら
現
代
へ
』
(
梓
出
版
社
、
一
九
八
九
年
)

利
谷
信
義
『
家
族
と
国
家
』
(
筑
摩
、
一
九
八
七
年
)

中
根
千
枚
『
家
族
を
中
心
と
し
た
人
間
関
係
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
七
年
)

高
群
逸
枝
『
女
性
の
歴
史
上
、
下
』
(
大
日
本
雄
弁
会
、
一
九
五
四
年
)

女
性
史
総
合
研
究
会
(
編
)
『
日
本
女
性
生
活
史
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)

山
川
菊
栄
『
武
家
の
女
性
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
)

同
『
お
ん
な
二
代
の
記
』
(
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
)
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一
九
九
二
年
)



福沢諭吉における文明と家族 (3・完)

柳
田
園
男
『
明
治
大
正
史
、
世
相
篇
、
上
、
下
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
、

宮
本
常
一
『
家
郷
の
訓
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
年
)

渡
部
平
太
夫
、
勝
之
助
「
桑
名
日
記
・
柏
崎
日
記
」
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
、
第
一
五
巻
』
(
一
一
二
書
房
、

本
田
和
子
、
皆
川
美
恵
子
、
森
下
み
さ
子
『
わ
た
し
た
ち
の
「
江
戸
」
』
(
新
曜
社
、
一
九
八
五
年
)

石
川
松
太
郎
・
直
江
広
治
(
編
)
『
武
士
の
子
・
庶
民
の
子
、
上
、
下
』
(
日
本
子
供
の
歴
史
、
一
二
、
四
巻
、
第
一
法
規
、

高
橋
敏
「
近
世
町
人
家
族
の
肖
像
」
『
思
想
』
八
三
六
号
(
岩
波
、
一
九
九
四
年
)
i

我
妻
洋
、
原
ひ
ろ
子
『
し
つ
け
』
(
弘
文
堂
、
一
九
七
四
年
)

小
林
登
ほ
か
(
編
)
『
新
し
い
子
ど
も
学
第
三
巻
、
子
ど
も
と
は
』
(
海
鳴
社
、
一
九
八
六
年
)

三
好
行
雄
(
編
)
『
激
石
文
明
論
集
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
)

エ
リ
ア
ノ
l
ラ
・
メ
ア
リ
l
・
ダ
ヌ
タ
ン
『
ベ
ル
ギ
ー
公
使
夫
人
の
明
治
日
記
』
(
中
央
公
論
、
一
九
九
二
年
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But the final purpose of Fukuzawa's argument on civilization was not to 

reach the same state as western civilization. As 1 explained about his theory 

of the history of civilization， he made priorities about the way that ]apan 
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should develop its civilization. He thought the most important thing for Japan 

was to keep her independence at that time. For that purpose， he argued that 

Japan should follow western civilization and try to reach the same level. But 

in his theory of civilization， he imagined the final stage of civilization of all 

human beings. 

He called it“The Peaceful World of Civilization". It was the end of the 

history of civilization beyond the existing state of civilization. At this 

highest stage of civilization， men 's “Reason" and “Virtue" would be 

developed fully， and he would act according to his “True Nature'¥ 

Fukuzawa wrote about this stage as follows. 

“When you talk about the real end which human society should reach， it will 

be as follows. We think of others as ourselves and never do anything to 

others which we do not want to be done to ourselves. We never think only of 

our own benefit. We work hard and support ourselves. We regard other 

people's pleasure and hardships as ours and share their feelings. We help 

elderly people， children and people of ill health. We trade fairly， keep 

promises. We can be more than that. Maybe it would not be necessary to 

make promises. The society will be full of feelings of affection. It will be like 

a family full of affection. We can see such a state in a decent family even 

today. It will not be difficult to make society like that. It is only necessary to 

extend the state of such a family to the whole of society and make the whole 

world into a beautiful state like a large family. If we reach this stage， the 

whole of society is governed by people themselves. People may sometimes 

keep a record of contract. But it is not in order to prosecute in case of a 

breach， but simply as a record to prevent people from forgetting the promise. 

In these circumstances， there will be no crime， and so， no need for laws. It 

will not be necessary to establish governments and make any trouble. There 

will be no government， no officials or constitution. Everything can be done， 

dependi(lg on people's fair and just mind. We will have no disasters or 

calamities and we will live calmly and peacefully. It is just like living as 

brothers and sisters in a big family of the world." 

As you can see in this quotation， Fukuzawa imagined "The Peaceful World 

of Civilization" at the end of the progress of civilization of human beings 

He imagined that the development of “Reason" would promote the 

development of technology and it would enable men to c 
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to have sufficient things they needed. In addition to that， people would be in 

the highest stage of morality. So there would be no conflict or breach of 

promises， and people would be kind enough to take care of other people with 

disadvantages. 

So， at this highest stage of civilization， the whole world become like a big 

family and people live together like brothers and sisters feeling affections 

for each other. This situation would be guaranteed with the affluence of 

society. In these circumstances， people would become like“Confucius with 

the knowledge of Newton". 

(2) “Love and Affection" as the base for moral relationships 

As 1 mentioned before about the differences of Fukuzawa's ideas on family 

from the English family， English people become husbands and wives through 

romantic love， whereas Fukuzawa thought the relationship must be based on 

moral feelings between men and women. However， this morality which he 

required was totally different from the rigours of Confucian morality. 

It is well known that Fukuzawa severely attacked Confucian ideology. He 

thought it was the main obstacie to making Japan modern， because 

Confucianism imposed a moral code upon people and ordered them how to 

act. It would prevent people from thinking for themselves and acting on their 

own. Then people could not be independent and inner-directed men as 

Fukuzawa required to be the core of a civilized society. 

The morality he required should come from within man's “True N ature". 

He thought， if man fully developed his “Reason" and “Virtue"， he would 

become independent and inner-directed. He would act according to his “True 

Nature'¥and then he would feel“Love and Affection" for other people. And 

in this situation he could set up relationships with other people based on 

morality. So， in Fukuzawa's theory， morality was not to be imposed from 

outside， but should come from man's “True Nature". When man felt "Love 

and Affection" towards other people， it prompted moral feelings towards 

them. Because if he loved them， he would feellike respecting them. Actually， 

Fukuzawa argued that feeling of “Respect" was most important between men 

and women 

(3) Family as the area of “Love and Affection" 

When Fukuzawa wrote“Outline"， he regarded the independence of Japan 

as the purpose of the progress of civilization at that time， and insisted that 

岡
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Japan should catch up with western civilization. But in his theory of the 

history of civilization， western civilization was not the final end but on the 

way to that end. At that stage， he could not expect man to develop his 

“Reason" and “Virtue" fully. He was only on the way to developing them. ln 

that situation， he could not act wholly from his“True Nature". And also the 

development of each man could not spread over the whole of society. 

Fukuzawa thought that we could have relationships based on morality which 

came from “Love and Affection" towards other people， only within the family 

at this stage of civilization. 

He seems to have been confident that there were such relationships in the 

families of the Samurai class. 

(4) Other social areas controlled by rules 

But outside the family circle， it would be impossible to set up relationships 

based on morality which stemmed from “Love and Affection" at that time. So， 

Fukuzawa argued that the relationships in the social areas outside the family 

should be based on rules and contracts. Although they did not come from 

“True Nature" of human beings， they were good enough to guarantee 

objective standards of rational behaviour 

6 Free Love 

So， in Fukuzawa's theory of civilization， the family was the important 

boundary to classify what kind of human relationships should be set up in 

each social area. He imagined， as the“Reason" and “Virtue" of human beings 

developed， the area which was governed by morality would be extended 

beyond the area of the family. In the end， the whole world would become like 

a big family where every relationship could be based on morality. This was 

“The Peaceful World of Civilization". The fact that Fukuzawa imagined such 

an anarchical Utopia was attested to by his son. Asked what kind of polity he 

thought best， Fukuzawa answered that it would be anarchism and it was not 

nice to have a government or laws. 

Prof. Maruyama mentioned that Fukuzawa imagined the state which 

superseded a modern democratic state in his book entitled “Reading 'An 

Outline of the Theory of Civilization"'. We can say that along with that， 

Fukuzawa referred to another type of union of men and women than 

monogamy. It was the union of“Free Love'¥In the article on “The Harm of 
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Divorce"， he wrote as follows. 

“Though it is by nature that man and woman love each other， the feeling of 

love sometimes changes. When they love each other， they will be together. If 

their love fades away， they will be apart. They abandon the last love and 

start to love another. It is totally dependent on themselves who they love. 

They are not prohibited from loving whoever they choose. We call it 'Free 

Love' (freedom to love each other). If we make an argum巴ntfrom the view 

point of human nature，‘Free Love' fits the nature of human beings. And one 

could argue that human society would become perfect when the union of 

'Free Love' was established". 

However， even though he recognized th巴 possibilityof exercising“Free 

Love"， he knew it would be after men reached the perfection of civilization 

So， he added“But we can not expect to exercise it now， if we see the existing 

social structure". So， although Fukuzawa realized that there would be a 

different type of union between men and women in the stage of “The Peaceful 

World of Civilization"， he was realistic enough to know that it could not be 

exercised in the real world whose civilization was not yet fully advanced. He 

decided that the necessary and possible way for J apan to progress at that 

time was to become as civilized as the western countries. And the most 

suitable relationship between men and women at this stage was monogamy 

working in collaboration in separate spheres. So he tried to establish 

monogamy in Japan through his whole life. 

7 Conclusion 

In this last chapter， 1 try to show the structure of Fukuzawa's ideas on 

civilization. 

Fukuzawa had western knowledge from his early age and understood the 

importance of freedom and equality which consisted the core of western 

political thought. He encountered the idea of the history of civilization， 

having those understandings. He analysed the western civilization in 

“Outline"， and came to a conclusion that necessary way for J apan to keep 

independence was to catch up the western civilization. For the purpose， it 

was necessary to have independent men who would act as the key persons to 

advance Japanese civilization. So， we can say that his argument on 

“civilization"，“independence of nation"， and “independent individual" was 

occurred by the impact of western political reality and ideas 
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But， he did not accept these ideas directly. Rather， he understood them 

through the framework of Confucian philosophy which he had mastered 

when he had been young 

He understood “the independent individual" as “the chief among the ten 

thousand things"， using the idea of Confucian philosophy. He thought the 

history of civilization was comparable to the process of development of 

human beings who tried to develop their“Reason" and “Virtue" based on 

their“True Nature'¥ 

He compared Japan with western countries on these understandings and 

came to the conclusion that Japan lacked the spirit of scientific rationality 

So， he started to insist the importance of“Reason". 

He also argued about the equal status of men and women from the view 

point of freedom and equality. He tried to persuade Japanese people to 

establish monogamous relations. He could find the idea of tolerance (“JO") in 

the Confucian philosophy to insist that women must have freedom of action 

together with men. But he could not find the idea of equality in Confucianism. 

So， he criticized Confucianism and feudalism from which oppressive state of 

women originated. 

He thought that the relationship between men and women was the base of 

every social relations， and it must be based on morality. He insisted there 

must be the morality of“Respect" between husband and wife. We can 

recognize the influence of the Confucian philosophy in his ideas that there 

should be morality of“Respect" toghther with love. 

Fukuzawa continued to revise the idea of Utopian state of human beings 

and social relations， having the image of perfect man in Cofucian philosophy， 

i. e “the chief among the ten thousand things". He learned rationality and the 

idea of freedom and equality， and also social rules based on laws and 

contracts from the west. But he thought that man should be moral as well as 

rational.. So we can see the elements from both the west and the east in 

Fukuzawa's ideas on the individual and the social relations. 

In Fukuzawa's argument， family was the social area where the ideal 

human relation could be realized. If every member of the family would 

develop his “Reason" and “Virtue"， and then they could act each other on 

“Love and Affection". He thought these kind of relationships had been 

realized in the Japanese good families， and it was the prototype of the social 

relations in the Utopian state. 
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He thought that morality and rationality were not enough for human 

relations. It was the feeling of humans which remained. So， in the end 

Fukuzawa imagined that every action of people would be based on “Love and 

Affection" in the Utopian state of“the Peaceful World of Civilization" in 

which people had developed their “Reason" and “Virtue" fully. 

So， now we know that Fukuzawa deepened his thoughts as a ]apanese by 

learning from both the west and the east. But we also know that we could not 

find the kind of man who Fukuzawa expected to emerge in the history of 

civilization. Nor could we establish the equal relationships between men and 

women. His Utopia still remains to be realized. 
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