
一

「
男
尊
女
卑
」
考

は
じ
め
に

　
「
男
尊
女
卑
」
は
、
女
性
差
別
を
象
徴
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

研
究
者
も
学
生
も
一
般
の
人
も
四
字
熟
語
の
「
男
尊
女
卑
」
を

女
性
差
別
の
「
代
名
詞
」
の
ご
と
く
違
和
感
が
な
い
よ
う
に
使

う
。
ど
こ
で
習
得
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
男
尊
女
卑
」
は
、
女
性
を
ま
る
で
「
正
当
」
に
差
別
し
て
い

る
か
の
ご
と
く
に
定
着
し
て
い
る
。
わ
た
し
も
こ
の
こ
と
ば
と

最
初
に
出
会
っ
た
の
が
い
つ
だ
っ
た
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。

い
つ
の
間
に
か
知
っ
て
い
て
、
わ
た
し
自
身
も
使
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
大
学
生
な
ら
い
つ
知
っ
た
か
を
覚
え
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
と
考
え
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
誤
解
を
恐
れ

ず
に
い
え
ば
、
四
字
熟
語
の
「
男
尊
女
卑
」
は
い
い
や
す
く
覚

え
や
す
い
。
だ
が
、
日
本
の
女
性
差
別
の
実
態
を
的
確
に
表
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
違
和
感
が
わ
た
し
に
は
あ
る
。

そ
の
違
和
感
を
解
明
し
た
い
と
考
え
た
の
が
、
拙
論
を
書
く
大

き
な
動
機
で
あ
る
。

　

い
ま
一
つ
の
動
機
は
、
わ
た
し
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
出
会
い
、

日
本
の
女
性
差
別
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、「
男
尊
女

卑
」
の
使
わ
れ
方
、
世
間
の
意
識
と
で
も
い
う
の
か
、
そ
こ
で

の
意
味
合
い
が
少
し
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
で
あ

る
。
確
か
に
「
男
尊
女
卑
」
は
日
本
の
女
性
差
別
を
表
現
す
る

「
男
尊
女
卑
」
考

―
近
代
日
本
に
お
け
る
「
男
尊
女
卑
」
に
つ
い
て
―

源　
　
　
　
　

淳　
　

子



二

簡
潔
な
こ
と
ば
で
は
あ
る
が
、
日
本
の
女
性
差
別
の
現
実
を
支

え
る
思
想
作
用
に
ま
で
至
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
意
識

作
用
を
「
男
尊
女
卑
」
で
ま
と
め
て
い
い
の
か
と
い
う
違
和
感

で
あ
る
。「
男
尊
女
卑
」
に
よ
っ
て
日
本
の
女
性
差
別
を
一
括
り

に
し
て
い
い
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
後
述

す
る
よ
う
に
「
儒
教
の
男
尊
女
卑
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
へ
の
違

和
感
で
も
あ
る
。

　
「
儒
教
」
も
「
男
尊
女
卑
」
も
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
。
儒

教
に
限
ら
ず
、
日
本
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
、
道
教
、
キ
リ
ス
ト

教
な
ど
、
日
本
人
が
身
近
な
宗
教
と
し
て
い
る
も
の
は
、
す
べ

て
海
外
か
ら
伝
播
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
日
本
に
入
っ
て
く
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
「
日
本
化
」
し
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
日
本
独
自
の
宗
教
と
い
う
な
ら
神
道
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
も
「
本
地
垂
迹
」
と
い
う
神

仏
習
合
か
ら
い
う
と
、
神
道
も
純
粋
な
日
本
の
宗
教
と
は
い
え

な
い
。
そ
れ
が
、
日
本
の
宗
教
の
特
色
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
日
本
の
宗
教
の
特
色
は
、
学
生
と
の
対
話
の
な
か
で
日
常
的

に
体
験
す
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
対
話
で
あ
る
。

わ
た
し　
「
結
婚
式
を
ど
ん
な
か
た
ち
で
挙
げ
た
い
？
」

学　

生　
「
教
会
で
、
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
て
」
と
。

　

も
と
よ
り
そ
の
学
生
は
キ
リ
ス
ト
教
者
で
な
い
。

わ
た
し　

 「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や
お
母
さ
ん

や
お
父
さ
ん
の
お
葬
式
は
ど
う
す
る
の
？
」

学　

生　
「
ど
こ
か
の
会
館
で
仏
教
で
し
ょ
」。

　

自
宅
や
寺
院
が
出
て
こ
な
い
の
は
、
葬
儀
会
館
が
や
た

ら
に
多
く
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

わ
た
し　
「
で
は
、
何
宗
で
行
う
の
」
と
聞
く
。

学　

生　
「
そ
ん
な
の
知
ら
な
い
」
と
。

わ
た
し　
「
亡
く
な
っ
た
人
は
ど
こ
へ
往
く
の
」
と
、
つ
い

で
に
聞
い
て
み
る
。

学　

生　
「
天
国
」。

わ 

た
し　
「
仏
教
で
お
葬
式
を
し
て
も
」
と
、
少
し
意
地
悪

を
い
う
。

学　

生　
「
？
？
？
」。

　

宗
教
が
自
身
の
信
仰
と
結
び
つ
き
、
生
き
方
に
か
か
わ
っ
て
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「
男
尊
女
卑
」
考

い
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
、
冠
婚
葬
祭
の
「
婚
」

「
葬
」
と
い
う
通
過
儀
礼
は
、
現
在
も
宗
教
と
密
接
に
関
係
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
対
話
を
進
め
れ
ば
「
婚
」
の
と
き
の
姓
は
ど
う
す
る

の
か
と
い
う
話
題
に
な
り
、
女
性
は
当
然
の
よ
う
に
「
男
性
の

姓
に
変
え
る
」
と
い
う
回
答
に
な
り
、「
自
分
の
姓
を
変
え
た
く

な
い
」
は
少
数
で
あ
る
。
一
方
、
男
性
は
、「
そ
ん
な
こ
と
は
考

え
た
こ
と
も
な
い
」
が
ほ
ぼ
全
員
で
あ
る
。「
結
婚
式
は
教
会

で
、
お
葬
式
は
仏
教
で
」
と
「
宗
教
」
に
関
係
し
な
が
ら
、
前

者
は
キ
リ
ス
ト
教
の
代
表
的
な
空
間
を
い
い
、
後
者
は
仏
教
で

の
方
式
を
い
っ
て
い
る
。
結
婚
式
の
式
場
の
多
く
は
ホ
テ
ル
に

移
行
し
た
が
、
形
式
は
キ
リ
ス
ト
教
式
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
現
実
に
多
く
の
日
本
人
は
違
和
感
を
も
た
な
い
。「
葬
」
も
同

じ
で
あ
る
。
有
名
人
の
仏
教
形
式
の
告
別
式
で
の
弔
辞
も
、「
天

国
で
安
ら
か
に
眠
っ
て
く
だ
さ
い
」「
天
国
か
ら
見
守
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
述
べ
る
。
仏
教
に
天
国
は
な
い
。
そ
の
こ
と
ば
に
違

和
感
を
覚
え
る
人
が
少
な
い
こ
と
は
、
先
の
学
生
と
の
会
話
と

変
わ
ら
な
い
。

　

宗
教
の
自
律
と
確
立
が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
日
本
で

は
、「
儒
教
の
男
尊
女
卑
」
の
使
い
方
も
、
前
述
し
た
日
本
人
の

宗
教
意
識
と
相
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

わ
た
し
は
、「
儒
教
の
男
尊
女
卑
」
を
問
題
視
し
た
文
書
を
こ
れ

ま
で
目
に
し
た
こ
と
も
な
い
し
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。

　

日
本
で
儒
教
が
盛
ん
だ
っ
た
の
は
近
世
で
あ
る
。
多
く
の
儒

学
者
を
輩
出
し
、
女
性
に
対
す
る
女
訓
書
な
ど
も
著
さ
れ
た
が
、

そ
の
影
響
が
市
井
の
人
々
に
ま
で
影
響
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

そ
の
た
め
か
近
代
に
入
っ
て
か
ら
儒
教
化
が
進
ん
だ
と
い
う
見

方
も
あ
る
。

　

で
は
、「
儒
教
の
男
尊
女
卑
」
は
何
を
根
拠
と
し
て
い
わ
れ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
、
そ
の
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
に

使
わ
れ
て
き
た
か
を
み
て
お
き
た
い
。

　

明
治
期
の
日
本
は
儒
教
の
影
響
下
で
、
女
性
差
別
と
い

う
よ
り
男
尊
女
卑
の
考
え
方
が
支
配
し
て
い
ま
し
た
（
今

も
そ
の
傾
向
は
強
い
で
す
が
）。（
舟
橋
邦
子
『
知
っ
て
い

ま
す
か
？　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
権
一
問
一
答
）
1
（

』）
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儒
教
と
い
う
と
、
封
建
的
と
か
男
尊
女
卑
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
ば
か
り
が
思
い
浮
か
ぶ
わ
け
で
す
が
、（
後
略
）。

（
酒
井
順
子
『
儒
教
と
負
け
犬
）
2
（

』）

　

当
時
（
近
世
を
さ
す
―
著
者
）、
広
く
民
衆
の
生
活
を
律

し
て
い
た
儒
教
道
徳
や
浄
土
信
仰
に
も
と
づ
く
女
性
観

（
男
尊
女
卑
）
も
、
女
性
の
生
の
伸
び
や
か
な
発
現
を
封
じ

る
も
の
で
あ
っ
た
。（
天
野
正
子
『
老
い
へ
の
ま
な
ざ
し
）
3
（

』）

　

明
治
民
法
は
、
こ
の
の
ち
も
女
性
を
縛
る
こ
と
と
な
る

「
家
」
制
度
を
創
出
し
、
女
性
の
男
性
へ
の
従
属
を
制
度
化

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、（
中
略
）
財
産
の
個
人
所
有
や
女

の
戸
主
、
父
が
死
亡
し
た
時
な
ど
に
は
母
の
親
権
な
ど
を

認
め
た
。
こ
の
よ
う
な
男
尊
女
卑
と
、（
後
略
）。（
総
合
女

性
史
研
究
会
編
『
時
代
を
生
き
た
女
た
ち
）
4
（

』）

　
「
男
尊
女
卑
」
は
、
こ
の
よ
う
に
日
本
の
封
建
時
代
か
ら
近
代

に
至
る
時
代
の
習
俗
や
制
度
な
ど
を
表
す
と
き
に
使
わ
れ
、
女

性
差
別
の
表
徴
で
あ
り
、「
儒
教
」
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
が
記
さ
れ
る
（
最
後
の
引
用
文
は
明
確
に
儒
教
は
出
て
こ
な

い
が
）。
ま
た
、
わ
た
し
の
経
験
上
、
講
演
や
対
話
等
で
数
え
切

れ
な
い
ほ
ど
聞
い
て
き
た
。
ま
た
、
日
常
の
会
話
に
も
頻
繁
に

登
場
す
る
。
そ
の
都
度
、
わ
た
し
は
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
し
、

疑
問
視
し
た
。
日
本
の
女
性
差
別
の
構
造
、
そ
し
て
そ
の
思
想

作
用
を
「
男
尊
女
卑
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
物
足
り
な
さ
を

感
じ
て
き
た
。

　

で
は
、
わ
た
し
は
そ
の
違
和
感
に
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の

か
。
女
性
差
別
の
基
軸
と
な
る
の
は
何
な
の
か
。「
男
尊
女
卑
」

に
足
り
な
い
思
想
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
「
穢
れ
」（
浄

穢
）
思
想
で
あ
る
と
思
惟
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
近
代

の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
女
性
差
別
の
歴
史
的
構
造
の
中
核
を
な

し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
考
え
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
都
度
反
論
す
る
理
論
を
も
ち
合
わ
せ
て

い
な
か
っ
た
。

　

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
日
本
の
女
性
差
別
を
表
す
の
に
、

「
男
尊
女
卑
」「
儒
教
の
男
尊
女
卑
」
で
は
、
十
分
に
機
能
し
て

い
な
い
、
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

確
か
に
儒
教
の
影
響
は
受
け
た
が
、
日
本
特
有
の
近
代
天
皇
制
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「
男
尊
女
卑
」
考

下
で
つ
く
ら
れ
た
女
性
差
別
は
、「
男
尊
女
卑
」
だ
け
で
は
表
し

き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
天
皇
制
下
の
女
性
差
別
は
、

「
男
尊
女
卑
」
に
プ
ラ
ス
さ
れ
る
要
素
が
必
要
で
あ
る
。「
忌
避
・

排
除
」
の
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
忌
避
・
排
除
」
の

構
造
を
支
え
た
の
が
「
穢
れ
」（
浄
穢
）
の
思
想
で
あ
る
。
も
と

よ
り
「
男
尊
女
卑
」
の
内
容
を
精
査
す
る
作
業
が
緊
要
で
あ
る

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
学
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
も
、
そ
の
結

果
を
参
照
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
は
、
古
代
よ
り
神
道
を
根
底
に
仏
教
、
儒
教
、
修
験
道
、

キ
リ
ス
ト
教
、
新
宗
教
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
を
混
在
さ
せ
て

き
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
人
の
宗
教
観
は
曖
昧
と
捉
え
ら
れ
た

り
、
寛
容
と
捉
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
が
、
人
生

の
通
過
儀
礼
で
あ
る
誕
生
や
七
五
三
を
神
道
で
祝
い
、
結
婚
式

は
キ
リ
ス
ト
教
で
行
い
、
多
く
の
人
が
葬
送
は
仏
教
で
行
っ
て

も
不
思
議
と
は
思
わ
な
い
現
実
を
つ
く
っ
て
き
た
。
現
在
で
は
、

葬
送
に
か
ん
し
て
無
宗
教
（
直
葬
）
で
行
う
人
も
出
て
き
た
が
、

地
方
で
は
ま
だ
仏
教
で
執
り
行
わ
れ
て
い
る
の
が
大
半
で
あ
る
。

年
中
行
事
も
宗
教
が
影
響
し
て
い
る
。
正
月
に
神
社
に
詣
で
、

春
秋
の
彼
岸
に
は
墓
に
参
り
、
お
盆
に
は
先
祖
供
養
す
る
。
一

二
月
は
ク
リ
ス
マ
ス
に
酔
い
、
大
晦
日
に
は
除
夜
の
鐘
を
聴
く
。

こ
う
し
た
日
本
人
の
宗
教
観
が
、
そ
の
一
方
で
、
近
代
天
皇
制

下
の
「
国
体
」
の
創
出
と
な
り
、「
国
家
神
道
」
を
生
み
出
す
大

き
な
理
由
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
歴
史
を
た
ど
れ
ば
、
近
世
以

来
、
日
本
の
宗
教
は
権
威
の
維
持
装
置
で
あ
り
、
権
力
の
補
完

装
置
で
あ
り
続
け
た
。
近
代
に
な
っ
て
灯
台
社
）
5
（

な
ど
の
例
を
除

け
ば
、
抵
抗
勢
力
と
な
る
宗
教
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
強
力
な

「
国
家
神
道
」
が
で
き
た
所
以
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
背
景
の
も
と
で
つ
く
ら
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
そ
の

影
響
を
受
け
た
。
表
向
き
宗
教
で
は
な
い
と
さ
れ
た
「
国
家
神

道
」
は
、
そ
の
内
容
は
全
面
的
に
宗
教
的
機
能
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、「
国
家
神
道
」
に
対
し
、
他
の
宗
教
は
従
う
し
か
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
天
皇
制
に
従
う
こ
と
に
な
っ

た
。
仏
や
神
を
信
仰
す
る
そ
の
上
位
に
現
人
神
（
天
皇
）
を
置

く
こ
と
を
国
是
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
わ
た
し
が
「
男
尊
女
卑
」
に
関
心
を
も
つ
も
う
一
つ

の
視
点
が
、「
士
農
工
商
」
と
い
う
身
分
制
を
表
示
し
た
と
さ
れ
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る
こ
と
ば
に
あ
っ
た
こ
と
も
つ
け
加
え
た
い
。
日
本
の
近
世
の

身
分
制
を
「
士
農
工
商
穢
多
非
人
」
と
し
て
学
ん
で
き
た
。
長

い
間
、
そ
れ
を
あ
た
り
ま
え
と
し
て
記
憶
し
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。「
士
農
工
商
」
の
身
分
制
が
日
本
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と

い
う
指
摘
は
非
常
に
刺
激
的
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
学
生
に
伝

え
る
と
、
い
ま
だ
に
新
し
い
身
分
構
造
を
習
っ
て
い
な
い
学
生

が
い
る
。「
士
農
工
商
」
は
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
身
分
制
で
あ

り
、
中
国
の
身
分
制
は
「
士
農
工
商
」
で
い
い
表
す
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
日
本
は
「
士
農
工
商
」
で
は
な
い
身
分
制
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
重
大
な

学
び
で
あ
っ
た
。「
士
農
工
商
」
は
、「
男
尊
女
卑
」
を
考
察
す

る
視
点
を
も
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

一　
「
男
尊
女
卑
」
に
つ
い
て
の
学
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト

ア
ン
ケ
ー
ト
の
方
法

　

二
〇
一
三
・
二
〇
一
四
・
二
〇
一
五
年
度
の
三
年
に
わ
た
り
、

非
常
勤
で
教
え
る
大
学
で
、「
男
尊
女
卑
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行

っ
た
。
学
期
の
最
初
の
ク
ラ
ス
な
の
で
、
ま
だ
登
録
が
確
定
し

て
い
な
い
学
生
も
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
二
八
人
、
二
六
九
人
、

二
五
八
人
の
合
計
七
五
五
人
か
ら
回
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
一
回
生
で
あ
る
。

　

質
問
は
以
下
の
よ
う
に
簡
潔
に
し
た
。

　

①　
「
男
尊
女
卑
」
の
意
味
と
は
何
で
す
か

　

②　
「
男
尊
女
卑
」
を
聞
い
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か

　

③　

だ
れ
か
ら
聞
い
た
と
思
い
ま
す
か

　

④　

ど
の
よ
う
な
使
い
方
で
聞
き
ま
し
た
か

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

　

①
で
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
「
男
尊
女
卑
」

の
こ
と
ば
を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
学
生
は
一
〇
四
人
で
あ
る
。

約
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
生
は
知
ら
な
か
っ
た
。
以
下
、
ア
ン

ケ
ー
ト
は
複
数
回
答
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
回
答
数
と
学
生
数

が
照
応
し
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
（
な
お
、
文
中
の
「　

」

は
回
答
に
書
か
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
）。



七

「
男
尊
女
卑
」
考

①　「男尊女卑」の意味とは？

147
133

107

66

45

27
15 12 12 12 12 9 8

53

「男尊女卑」の意味とは？

　　　　　　　　　　　　　　 • 　　　　　　　　　　　　　　

意味 人数
1 男性の地位が高く、女性の地位が低くみられる、もしくは扱われること 147
2 男性が尊敬や尊重されて、女性は男性よりも下にみられ尊重されない 133
3 男の人が優遇されて、女の人が男の人よりも粗末に扱われるということ 107
4 男が優れていて、女は男に劣っているという考え方 66
5 女性を差別することば・世界 45
6 男の人は偉くて、女の人は虐げられているものだという考え方 27
7 男の身分が高く、女の身分が低いように考えること 15
8 男性中心で女性はその他の感じの意味 12
8 男女間の権利の差、男性に認められているものが女性に認められない状態 12
8 男性を重くみて、女性を軽んじること 12
8 女性は男性のいうことを聞かないといけない、従属するもの 12
12 男が強く女が弱い 9
13 男は外で働いたり遊んだりして表に出るけど、女はずっと家のなかにいる 8
　 その他 53



八

＜その他＞　53（人数の少ない回答）
•男＞女 •男が強者、女が弱者の関係となること •男が働き、女は家庭で食事の支
度をしていたこと •男の人は大切にされるけど女の人はそうではない •男性が一家
の中心となり、一家を支え、女性は男性を支える •社会では男性が活躍して女性は就
職しても大事な仕事を任されない •女性が男性より不利な条件や状況を被ること •男
女の格差 •男性を高く評価し、女性を低く評価すること •昔からの身分制度を成り
立たせるため •平安時代以前に女は子どもを産むとき出る血がけがらわしいとされて
きた •女の人は土俵に上がれない、女の穢れ •女は選挙権がないなど差別されてい
た •男ばかりをちやほやして女性のことはつまはじきにする •昔の家族のなかで父
の命令は絶対だったり、労働賃金が男が多かったりすること •女性らしくあることを
強要することば •日本に残り続けている風習で、精神的に男性のほうが女性より上だ
と思われていること •男性が女性よりも経済的に上だということ •女性は給料が低
い •女性が社会で活躍するにあたって、その道を邪魔するもの •発展途上国では男
性のほうが学校に行ける割合が高い •あらゆる場で、「男だから」「女だから」という
理由で選択の自由を奪われる •企業などにおいて、女性は管理職などになれないとい
う風潮 •男が得をして、女が損をする社会 •男は戦うというイメージ •男に人権が
あり、女性にない •男の意見がすべてで、女には選択権がない •お茶くみは女の仕
事だといわれる

②　「男尊女卑」を聞いたのはいつ頃ですか

いつ聞いたのか 人数

1 中学校 325

2 小学校 212

3 高校 80

4 塾 5

5 大学 2

52%34%

13%

1% 0%

いつ頃聞いたか



九

「
男
尊
女
卑
」
考

③　だれから聞いたと思いますか

＜その他＞　29（人数の少ない回答）
漫画、塾の教師、新聞、兄姉、映画、祖母、語り部、同級生、漢字検定、ラジオ、祖
父、資料

④　どのような使い方で聞きましたか

107

34 31
25 24 23 23 22 21

15
9 9 8

99

どのような使い方で聞いたか

だれから聞いたのか 人数

1 教師 441

2 親 47

3 テレビ 45

4 本 34

5 友人 12

6 インターネット 11

6 ニュース 11

その他 29

70%7%

7%

5%

2%

2% 2%
5%

だれから聞いたか



一
〇

使い方 人数
1「昔は男尊女卑だった、昔の日本は男尊女卑の考え方があった」 107
2 仕事場での男尊女卑、ある会社では男性ばかり優遇されていて、これは男
尊女卑だ、男尊女卑によって働きたくても働けない女性が多い、男性のほ
うが社会的に会社などで出世および雇用機会に恵まれている

34

3 社会の授業で 31
4 歴史の授業で 25
5 道徳の授業で 24
6 人権の授業で 23
6 よくない思想である、なくさなければいけないと聞いた 23
8 授業で 22
9「日本は男尊女卑の社会だ、今も男尊女卑の考えが残っている」 21
10 女性を差別することば 15
11「女の人の社会的地位が低い」 9
11「男性は外で働き、女性は家で家事をする。「奥さん」は家の奥にいるとい
う意味」、「女は家事だけしてればいい」

9

13「最近になって男尊女卑ということばがなくなった」、「もう男尊女卑の世
の中は終わった」

8

　 その他 99

＜その他＞　99（人数の少ない回答）
•会社での待遇 •家庭科の授業で •昔の選挙の方法で男性しか投票権がなかったこ
と •「男女共同参画社会基本法」や「男女雇用機会均等法」の説明のときに使ってい
た •戦争のときにそういう考え方があると聞いた •男を尊重し、女を卑下すると聞
いた •就職活動の話のとき •男女差別の勉強のとき •公民の授業で •男性のほうが
女性より偉いと思っているとき、こういういい方をする •男が優先されて女が下にみ
られているが、ほんとうにそうか？ •「女性の力士が認められたときに、男尊女卑が
なくなる」•「相撲は男尊女卑の考え方が強い」•「九州の人は男尊女卑だ」•「熊本
の人は男尊女卑だ」•男性が女性より強い権力をもっている考えが間違っていること
を教えるときに聞いた •保健の授業で •社会問題として •四字熟語として •悪口
•国語の授業で •宗教の授業で（キリスト教の女子校で） •「昔の男尊女卑について
どう思うか？」 •「女に学問は必要ないという考えは男尊女卑だ」 •「アフガンでタ
リバンがブログで女性の教育について書こうとした女の子を殺害しようとしたのは男
尊女卑である」 •「男の子が生まれたら喜び、女の子が生まれたら残念がる」 •海外
メディアが「日本は男尊女卑の国家である」と発表したとき •男の子に「女のくせ
に」といわれたとき •親に話したら話題の中に出た •女の子と男の子との扱いに差



一
一

「
男
尊
女
卑
」
考

があったときに使っていた •小学校でいじめがあったときに、男性をひいきにする
•ジェンダーフリーの批判をしているページで •昔から続く男女間の固定観念 •親
が差別的な使い方をした •家族のなかで父親が決定したことは絶対で、母親はそれに
従わなければならない •親が子どもの時の家庭内のこととして •ネタとして •男女
平等をめざした要因として •女子生徒を馬鹿にしている男子生徒らにいっていた •男
女間での教育差別にかんする記述のなかで •「女の人は男に比べて安月給らしい」と
して（友人のことば） •「父方の祖父母が昔の考えで男尊女卑をする傾向がある」と
少し怒っていた（母のことば） •「女性を優先させる口実のように最近は聞く」 •大
学進学のとき、女子は大学へ行かなくてもよく、男子こそが勉学に励むべきだとして
•男の子が女の子をのけものにしたとき •女の子が発言（漫画で） •女性専用車両
は「男尊女卑」の逆 •男尊女卑ということばがあるのに、どこの家も母のほうが強い
•人種差別の問題を考えたときの例として •女性は子を産む道具だと思われていた
•男女平等の反例として •女性にはできることに制限があることを説明する •ホー
ムルームのとき •女性の意見が通らない •男は全般的に女よりも長けている。これ
は男尊女卑だ •本のなかに女性が男性に向かって発言していた •昔の父、母、子の
関係 •男が女を見下す •「この世は男社会だからね」と聞いた •ゴミ捨てに男子が行
かなかったとき •儒教は男尊女卑だから •父の実家では父の姉は商業高校しか行か
せてもらえなかった。父は東京の私立大学に行かせてもらった •政治上

　　　　　　　　　　　　　　 • 　　　　　　　　　　　　　　

学
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
わ
か
る
こ
と

　

簡
潔
な
質
問
で
、
し
か
も
ア
ン
ケ
ー
ト
数
も
少
な
い
が
、

「
男
尊
女
卑
」
に
つ
い
て
の
学
生
の
考
え
を
垣
間
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
わ
た
し
の
動
機
に
も
応
え
て
く
れ
て
い
る
。

も
と
よ
り
回
答
内
容
を
普
遍
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
あ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
男
尊
女
卑
」
の
意
味
に
つ
い
て
重
な
っ
て
い
る
部

分
も
あ
る
が
、
学
生
が
考
え
る
「
男
尊
女
卑
」
と
は
、「
男

性
は
地
位
が
高
く
、
尊
敬
や
尊
重
を
さ
れ
、
優
遇
さ
れ
、

優
れ
、
偉
く
て
身
分
が
高
い
の
に
対
し
て
、
女
性
は
地
位

が
低
く
、
男
性
よ
り
下
に
み
ら
れ
尊
重
さ
れ
ず
、
男
性
よ

り
粗
末
に
扱
わ
れ
、
男
性
よ
り
劣
っ
て
い
て
、
虐
げ
ら
れ
、

身
分
も
低
い
」
と
み
ら
れ
、「
女
性
を
差
別
す
る
こ
と
ば
や

世
界
」
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま

こ
れ
ま
で
の
「
男
尊
女
卑
」
の
内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
「
男
尊
女
卑
」
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
学
生
が
約
一
三
パ

ー
セ
ン
ト
い
た
が
、
こ
れ
は
、
現
在
の
学
生
な
ら
多
い
と

は
い
え
な
い
と
思
う
。
年
間
の
講
義
を
通
し
て
、
学
生
が



一
二

知
っ
て
い
る
と
思
い
込
み
、
あ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
カ

ー
ド
の
質
問
で
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

「
世
間
」
の
基
本
的
な
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
学
生
が
増
え
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
い
え
ば
、「
男
尊
女
卑
」
に
つ
い
て

一
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
生
が
知
ら
な
い
と
回
答
し
て
も
ま
っ
た

く
不
思
議
で
は
な
い
。

　
「
い
つ
ご
ろ
聞
い
た
か
」
は
、
学
校
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
中

学
校
が
も
っ
と
も
多
い
が
、
な
か
に
は
小
学
校
か
中
学
校
か
明

確
で
な
い
学
生
も
い
た
。

　
「
だ
れ
か
ら
聞
い
た
か
」
は
、
教
師
が
も
っ
と
も
多
い
。
わ
た

し
が
ど
こ
で
聞
い
た
か
記
憶
に
な
い
の
も
、
学
生
の
回
答
で
了

解
し
た
。
わ
た
し
も
き
っ
と
小
学
校
か
中
学
校
の
教
師
か
ら
聞

い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
聞
い
た
相
手
」
で
、
親
と
テ
レ
ビ
が

だ
い
た
い
同
数
な
の
は
、
テ
レ
ビ
を
み
な
い
世
代
に
な
っ
て
い

る
こ
と
、
親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
少
な
く
な
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
納
得
で
き
る
。
親
の
な
か
の
母

親
か
父
親
か
を
問
わ
な
か
っ
た
の
で
、
い
ず
れ
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
回
答
は
「
親
」
と
記
し
て
い
る
。

　
「
ど
の
よ
う
な
使
い
方
で
聞
き
ま
し
た
か
」
は
、「
昔
は
男
尊

女
卑
だ
っ
た
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
過
去
の
も
の
と
し
て

聞
き
、
聞
い
た
授
業
を
具
体
的
に
書
い
て
い
た
学
生
が
い
た
。

社
会
・
歴
史
・
道
徳
・
人
権
の
時
間
が
多
い
の
は
、「
男
尊
女

卑
」
に
関
係
す
る
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。

　

一
方
、
現
在
も
「
男
尊
女
卑
」
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
学
生

も
い
る
。
そ
れ
は
、
職
場
の
問
題
と
し
て
就
職
に
か
か
わ
る
問

題
な
の
で
、
現
実
の
女
性
の
雇
用
や
昇
進
問
題
や
性
別
役
割
分

業
に
及
ん
で
い
る
。
教
師
が
現
実
の
状
況
を
認
識
し
た
上
で
、

将
来
の
進
路
を
心
配
す
る
生
徒
の
た
め
に
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

記
述
の
な
か
で
、〈
そ
の
他
〉
に
入
っ
て
い
て
、
お
も
し
ろ
い

と
思
っ
た
の
は
、「
九
州
の
人
は
男
尊
女
卑
だ
」「
熊
本
の
人
は

男
尊
女
卑
だ
」
と
い
う
地
域
限
定
の
表
現
で
あ
る
。
ま
た
同
様

に
、「
女
性
の
力
士
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
、
男
尊
女
卑
が
な
く

な
る
」「
相
撲
は
男
尊
女
卑
の
考
え
方
が
強
い
」
と
い
う
回
答
は

予
想
で
き
な
か
っ
た
。「
ア
フ
ガ
ン
で
タ
リ
バ
ン
が
ブ
ロ
グ
で
女



一
三

「
男
尊
女
卑
」
考

性
の
教
育
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
た
女
の
子
を
殺
害
し
よ
う
と

し
た
の
は
男
尊
女
卑
で
あ
る
」
と
書
い
た
学
生
も
い
た
。「
男
の

子
に
「
女
の
く
せ
に
」
と
い
わ
れ
た
と
き
、
親
に
話
し
た
ら
話

題
の
中
に
出
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
学
生
に
は
、
も
う
少
し

具
体
的
な
話
を
聞
き
た
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
、「
ど
の
よ
う
な

使
い
方
で
聞
い
た
か
」
の
回
答
の
な
か
に
「
穢
れ
」
と
聞
い
た

学
生
は
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
。

　
「
男
尊
女
卑
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
生
が
覚
え
て
い
た

が
、
重
要
な
こ
と
ば
と
し
て
記
憶
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
え

た
。
字
句
か
ら
推
測
し
て
記
述
し
た
学
生
も
多
く
、
こ
の
こ
と

ば
が
日
常
生
活
の
な
か
で
馴
染
ん
で
い
る
と
は
い
い
切
れ
な
い

と
推
定
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

以
下
、
拙
論
で
は
、「
男
尊
女
卑
」
を
考
え
る
基
軸
と
な
る
近

代
天
皇
制
か
ら
「
男
尊
女
卑
」
の
捉
え
方
、
家
族
制
度
、
そ
し

て
浄
穢
思
想
に
つ
い
て
論
考
す
る
。

　

な
お
、
図
表
作
成
に
か
ん
し
て
、
宮
前
千
雅
子
さ
ん
に
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
し
ま
す
。

二　

近
代
天
皇
制
下
と
「
男
尊
女
卑
」

万
世
一
系

　

近
世
と
異
な
る
「
男
尊
女
卑
」
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
近

代
に
な
っ
て
新
た
に
成
立
す
る
天
皇
制
を
対
象
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
文
脈
、
思
想
に
「
男
尊
女
卑
」
が

不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

近
代
国
家
の
基
軸
と
な
っ
た
天
皇
制
は
、『
大
日
本
帝
国
憲

法
』
と
『
皇
室
典
範
』
で
確
立
し
た
。
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）

年
発
布
、
明
く
る
一
八
九
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
『
大
日
本
帝
国

憲
法
』
の
第
一
章
が
「
天
皇
」
で
あ
り
、
第
一
七
条
ま
で
に
定

め
ら
れ
て
い
る
。
現
憲
法
の
第
一
章
も
同
じ
く
「
天
皇
」
で
あ

る
が
、
第
八
条
ま
で
で
あ
る
。
以
下
、「
男
尊
女
卑
」
に
関
係
す

る
条
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
る
。

　
　

第
一
条　

大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス

　
　

第
二
条　

 

皇
位
ハ
皇
室
典
範
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
皇
男
子

孫
之
ヲ
継
承
ス

　
　

第
三
条　

天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
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第
一
一
条　

天
皇
ハ
陸
海
軍
ヲ
統
帥
ス

　

上
記
の
第
二
条
は
、『
皇
室
典
範
』
の
第
一
章
の
「
皇
位
継

承
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

　
　

第
一
條　

 
大
日
本
國
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ

男
子
之
ヲ
継
承
ス

　
　

第
二
條　

皇
位
ハ
皇
長
子
ニ
傳
フ

　

天
皇
が
「
神
聖
」
で
あ
る
こ
と
は
、「
現あ
ら
ひ
と
が
み

人
神
」
と
な
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
は
「
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
る
と
同
時

に
、
最
高
の
祭
祀
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
現
人
神
を
国
民
（
臣
民
）

に
信
仰
と
い
う
か
た
ち
で
強
迫
的
に
認
識
さ
せ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
神
道
を
「
国
教
」
と
し
て
確
立
で
き
な

か
っ
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
欧
米
を
見
習
う
宗
教
政

策
は
、
国
民
の
信
教
の
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
の
第
二
章
第
二
八
条
に
謳
わ
れ
た
「
日

本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ

ル
限
ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」
る
の
で
あ
り
、
形
式
的
に

は
「
信
教
の
自
由
」
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
家
が

神
道
（
現
人
神
）
を
信
仰
す
る
よ
う
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
て
き
た
の
が
、「
国
家
神
道
」
で
あ

る
。
表
向
き
は
宗
教
で
は
な
い
と
し
た
が
、
度
重
な
る
戦
争
に

よ
る
軍
人
・
軍
属
の
戦
死
者
を
「
神
」
と
し
て
祀
る
と
い
う
靖

国
神
社
、
ま
た
各
地
の
護
国
神
社
、
さ
ら
に
は
町
や
村
に
は
忠

魂
碑
が
設
置
さ
れ
、「
国
の
た
め
に
死
ん
だ
」
と
い
う
理
由
で

「
神
」
に
な
り
、
忠
魂
と
し
て
顕
彰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
遺
族
に
は
父
や
夫
や
息
子
や
兄
弟
で
は
な
く
、「
神
」
と
し

て
信
仰
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
男
尊
女
卑
」
の
文
脈
に
戻
る
と
、
天
皇
は
「
万
世
一
系
」
の

「
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
」
と
な
り
、
女
性
は
天
皇
に
な
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
点
も
看
過
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
古

代
・
近
世
に
は
女
性
天
皇
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
列

記
す
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

推
古
天
皇
（
第
33
代
、
在
位
5
9
2
年

－

6
2
8
年
）

　
　

皇
極
天
皇
（
第
35
代
、
在
位
6
4
2
年

－

6
4
5
年
）

　
　

斉
明
天
皇
（
第
37
代
、
在
位
6
5
5
年

－

6
6
1
年
）

　
　

持
統
天
皇
（
第
41
代
、
在
位
6
8
6
年

－

6
9
7
年
）

　
　

元
明
天
皇
（
第
43
代
、
在
位
7
0
7
年

－

7
1
5
年
）
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元
正
天
皇
（
第
44
代
、
在
位
7
1
5
年

－

7
2
4
年
）

　
　

孝
謙
天
皇
（
第
46
代
、
在
位
7
4
9
年

－

7
5
8
年
）

　
　

称
徳
天
皇
（
第
48
代
、
在
位
7
6
4
年

－

7
7
0
年
）

　
　

明
正
天
皇
（
第
109
代
、
在
位
1
6
2
9
年

－

1
6
4
3
年
）

　
　

後
桜
町
天
皇（
第
117
代
、在
位
1
7
6
2
年
〜
1
7
7
0
年
）

　

こ
の
な
か
に
は
二
人
の
重
祚
（
斉
明
天
皇
は
皇
極
天
皇
の
重

祚
、
称
徳
天
皇
は
孝
謙
天
皇
の
重
祚
）
が
あ
る
の
で
、
実
人
数

は
八
人
で
あ
る
。
天
皇
家
の
歴
史
の
な
か
に
数
は
非
常
に
少
な

い
が
、
女
性
天
皇
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
天

皇
は
、「
男
系
の
女
性
天
皇
」
と
い
う
男
系
の
「
万
世
一
系
」
を

保
つ
た
め
、
中
継
ぎ
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
結
婚
し
て
い

て
も
子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
し
、
未
婚
の
女
性
天
皇
も
い
る
の

で
、「
女
系
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
論
拠
と
な
っ
て
い

る
。

　

近
代
以
降
は
、『
憲
法
』
や
『
皇
室
典
範
』
を
論
拠
と
し
て
女

性
は
天
皇
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
天
皇
制
に
お
け

る
女
性
排
除
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
の
象
徴
天
皇
制
に
な
っ

て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
い
る
。
近
代
の
天
皇
制
は
、

「
血
の
連
続
性
）
6
（

」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
儒
教
に
依
拠
す
る
と
も
い

う
。
こ
こ
で
い
う
「
儒
教
」
を
小
倉
紀
蔵
は
次
の
よ
う
に
論
じ

る
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

　

そ
れ
（
儒
教
―
筆
者
）
は
、
人
間
分
裂
と
社
会
分
裂
に

対
す
る
、
異
常
な
ほ
ど
の
恐
怖
心
で
あ
っ
た
。
人
間
が
孤

立
化
し
、
断
片
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
秩
序

が
歪
に
な
り
崩
壊
す
る
こ
と
を
極
度
に
恐
怖
し
た
人
び
と

の
心
が
生
ん
だ
思
想
で
あ
っ
た
。
孔
子
こ
そ
、
そ
の
恐
怖

心
の
権
化
だ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
儒
は
、
こ
の
人
間
分
裂
と
社
会
分
裂
の
恐
怖

に
対
し
て
、
何
を
も
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
ひ

と
こ
と
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
美
」
で
あ
る
。
仁
だ
と
か

孝
だ
と
か
礼
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
な
概
念
で
孔
子
は
自
ら
の

思
想
運
動
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
に
な
る
も
の

は
何
か
と
い
う
問
い
に
抽
象
度
を
上
げ
て
答
え
る
な
ら
、

美
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
孔
子
が
「
美
」
と
い
う
漢
字
に

よ
っ
て
特
定
の
概
念
を
語
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
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孔
子
の
語
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
を
く
く
る
大
コ
ン
セ
プ
ト

を
現
代
の
言
葉
で
表
現
す
る
な
ら
、
美
と
い
う
一
語
に
な

る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

分
裂
の
恐
怖
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
孔
子
が
強
調
し

た
の
は
、
単
な
る
秩
序
で
は
な
い
。
秩
序
に
も
、
美
し
い

秩
序
と
そ
う
で
な
い
秩
序
が
あ
る
の
だ
。

　

儒
と
は
こ
の
よ
う
に
、
美
を
中
心
と
し
て
人
間
と
社
会

に
秩
序
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
思
想
集
団
で
あ
る
。（
中

略
）

　

儒
教
と
は
、
血
の
連
続
性
お
よ
び
超
越
的
存
在
（
天
）

と
の
合
一
感
を
基
本
に
し
て
、
生
者
と
死
者
を
包
摂
し
た

愛
と
知
と
美
の
共
同
体
を
構
築
す
る
宗
教
思
想
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
愛
の
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
外
部
に
拡
散
す

る
変
革
運
動
に
よ
っ
て
他
者
へ
の
統
治
を
実
現
し
、
世
界

的
な
文
明
共
同
体
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
政
治
思
想
で
あ

る
）
7
（

。

　

さ
ら
に
、
小
倉
に
よ
る
と
、「
性
」
を
畏
怖
す
る
傾
向
が
「
儒

教
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
読
め
る
。

　

性
と
生
を
厳
格
に
分
離
す
る
の
が
朱
子
の
生
命
線
で
あ

る
。
性
は
理
だ
か
ら
、
具
体
的
に
仁
義
礼
智
な
ど
の
道
徳

で
あ
る
。
し
か
し
生
は
気
で
あ
り
、
人
間
が
生
き
て
い
く

う
え
で
の
生
命
活
動
で
あ
る
。（
中
略
）「
生
は
性
で
あ
る
」

と
い
う
告
子
の
考
え
は
中
国
で
は
消
え
去
ら
な
か
っ
た
。

食
欲
や
性
欲
を
心
に
よ
っ
て
理
に
合
致
す
る
よ
う
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
君
子
の
生
き
方
だ
と
い
う
朱
子
学
的

な
厳
格
主
義
に
対
抗
し
て
、
つ
ね
に
底
流
に
お
い
て
は
、

食
欲
や
性
欲
を
含
ん
だ
生
こ
そ
が
同
時
に
性
（
人
間
の
本

来
性
）
で
あ
る
と
い
う
人
生
肯
定
の
考
え
が
強
く
存
在
し

た
）
8
（

。

　

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
「
美
」
を
根
本
と
し
た
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に

よ
っ
て
、
儒
教
は
「
男
尊
」
意
識
の
高
揚
を
つ
く
り
上
げ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
男
系
の
「
万
世
一
系
」
が
儒
教
的
で
あ
る

と
い
う
論
旨
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
表
記
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「
男
尊
女
卑
」
考

す
る
な
ら
、
近
代
以
降
も
そ
れ
以
前
も
天
皇
制
は
、
男
性
の
「
血

の
連
続
性
」
に
則
っ
た
「
儒
教
の
男
尊
女
卑
」
と
指
摘
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
。

側
室
制
度
で
男
子
を
天
皇
に

　

天
皇
に
な
る
の
は
「
皇
長
子
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
別
な

理
由
が
な
い
限
り
長
男
が
天
皇
に
な
る
。
こ
こ
に
、
男
を
つ
な

ぐ
縦
の
「
血
の
連
続
性
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、
皇
后
ま
た
は
皇

太
子
妃
の
役
目
も
自
ず
か
ら
み
え
て
く
る
。
彼
女
た
ち
は
天
皇

に
な
る
長
男
を
産
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
戦
後
の

象
徴
天
皇
制
か
ら
で
あ
る
。
近
代
の
天
皇
制
は
皇
后
も
し
く
は

皇
太
子
妃
が
長
男
を
産
ま
な
く
て
も
、
男
子
を
産
み
出
す
シ
ス

テ
ム
を
つ
く
っ
て
い
た
。
側
室
制
度
で
あ
る
。『
皇
室
典
範
』
第

一
章
第
四
條
「
皇
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
嫡
出
ヲ
先
ニ
ス

皇
庶
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
皇
嫡
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ

ニ
限
ル
」
は
、
嫡
出
子
を
優
先
す
る
が
、
嫡
出
子
が
い
な
い
場

合
に
は
、「
庶
子
」
が
天
皇
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い

た
の
で
あ
る
。
庶
子
と
は
側
室
が
産
む
男
子
を
い
う
。

　

明
治
天
皇
の
皇
后
は
美
子
で
あ
る
が
、
子
ど
も
を
産
む
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
明
治
天
皇
は
五
人
の
側
室
を
も
っ
た
。
葉

室
光
子
（
皇
子
一
人
死
産
）、
橋
本
夏
子
（
皇
女
一
人
死
産
）、

柳
原
愛
子
（
皇
女
夭
折
、
皇
子
夭
折
、
皇
子
一
人
）、
園
祥
子

（
皇
女
二
人
夭
折
）、
千
種
任
子
（
皇
子
二
人
夭
折
、
皇
女
二
人

夭
折
、
皇
子
二
人
、
皇
女
六
人
）
で
あ
る
。
五
人
の
側
室
が
一

五
人
の
子
ど
も
を
産
ん
で
い
る
が
、
夭
折
が
多
い
こ
と
に
気
づ

く
。
死
産
二
人
に
八
人
が
夭
折
し
て
い
る
。
手
厚
い
看
護
が
あ

っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
時
代
も
ま
だ
成
人
す
る
こ
と
が
難
し
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
柳
原
愛
子
が
産
ん
だ
皇
子
が
大
正

天
皇
で
あ
る
。
側
室
制
度
に
よ
っ
て
男
系
を
保
つ
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
側
室
制
度
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
側
室
と
は
本
妻

以
外
の
「
愛
人
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
正
室
」
に
対
す
る
こ
と
ば

で
あ
る
。
明
治
時
代
の
側
室
は
、
典
侍
と
か
権
典
侍
と
い
わ
れ
、

宮
中
の
女
官
を
示
す
。
大
正
天
皇
以
後
は
側
室
制
度
を
適
用
し

な
か
っ
た
。
大
正
天
皇
、
昭
和
天
皇
の
皇
后
が
男
子
を
産
ん
だ

か
ら
で
あ
る
。



一
八

　

こ
の
よ
う
に
天
皇
制
の
近
代
の
歴
史
に
は
、「
万
世
一
系
」
と

い
う
系
統
を
な
す
た
め
に
男
子
の
「
即
位
」
を
重
視
し
た
。
そ

れ
を
い
ま
「
男
尊
女
卑
」
の
文
脈
か
ら
読
ん
で
み
る
と
、
そ
こ

に
は
、
儒
教
的
反
映
が
あ
る
と
考
察
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
儒
教
は
天
皇
制
国
家
の
も
と
で
は
亜
流
の
思
想

だ
っ
た
こ
と
も
記
憶
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

天
皇
と
臣
民
の
関
係

　

明
治
政
府
が
『
憲
法
』『
皇
室
典
範
』
と
あ
わ
せ
て
重
要
な
思

想
と
し
た
教
育
方
針
が
、『
教
育
勅
語
』
で
あ
る
。
正
式
に
は

『
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
』
と
い
う
。
天
皇
の
こ
と
ば
、「
勅
語
」

と
し
て
発
布
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
儒
教
に
即
し
て
い
る
。
そ

こ
に
は
「
儒
教
の
男
尊
女
卑
」
を
基
盤
と
す
る
思
想
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

朕ち
ん

惟
フ
ニ
、
我
ガ
皇こ

う

祖そ

皇こ
う

宗そ
う

國
ヲ
肇は

じ

ム
ル
コ
ト
宏
遠
ニ
、

德
ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
。
我
ガ
臣
民
克よ

ク
忠
ニ
克
ク

孝
ニ
、
億
兆
心
ヲ
一い

つ

ニ
シ
テ
世
世
厥そ

ノ
美
ヲ
濟な

セ
ル
ハ
、

此
レ
我
ガ
國
體
ノ
精
華
ニ
シ
テ
、
教
育
ノ
淵え
ん
げ
ん源
亦ま
た

實ま
こ
とニ
此こ
こ

ニ
存
ス
。
爾
な
ん
じ

臣し
ん
み
ん民
父ふ

ぼ母
ニ
孝
ニ
、
兄け
い
て
い弟
ニ
友ゆ
う

ニ
、
夫ふ
う

婦ふ

相あ
い

和
シ
、
朋ほ
う
ゆ
う友
相
信
ジ
、
恭
き
よ
う
け
ん儉
己お
の
れレ
ヲ
持
シ
、
博
愛
衆
ニ
及

ボ
シ
、
學
ヲ
修
メ
、
業ぎ
よ
うヲ
習
ヒ
、
以も
つ

テ
智
能
ヲ
啓
發
シ
、

德と
つ
き器
ヲ
成
就
シ
、
進
デ
公
益
ヲ
廣
メ
、
世せ
い

務む

ヲ
開
キ
、
常

ニ
國
憲
ヲ
重お
も
んジ
、
國
法
ニ
遵し
た
がヒ
、
一
旦
緩か
ん

急き
ゆ
うア
レ
バ
義ぎ

勇ゆ
う

公こ
う

ニ
奉
ジ
、
以
テ
天て
ん

壤じ
よ
うノ
皇
運
ヲ
扶ふ

翼よ
く

ス
ベ
シ
。
是
ノ
如

キ
ハ
獨
リ
朕
ガ
忠
良
ノ
臣
民
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
以
テ

爾
祖
先
ノ
遺い

風ふ
う

ヲ
顯
彰
ス
ル
ニ
足た

ラ
ン
。

斯
ノ
道
ハ
實
ニ
我
ガ
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
ニ
シ
テ
、
子
孫
臣

民
ノ
倶と
も

ニ
遵
じ
ゆ
ん

守し
ゆ

ス
ベ
キ
所
、
之
ヲ
古
今
ニ
通
ジ
テ
謬あ
や
まラ
ズ
、

之
ヲ
中
外
ニ
施
シ
テ
悖も
と

ラ
ズ
。
朕
爾
臣
民
ト
倶
ニ
拳け
ん

々け
ん

服ふ
く

膺よ
う

シ
テ
、
咸み
な

其
德
ヲ
一
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶こ
い
ね
が幾
フ
。

明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日

御
名
御
璽
（
ぎ
ょ
め
い
ぎ
ょ
じ
）

　
『
教
育
勅
語
』
に
か
ん
し
て
は
、
そ
の
成
立
過
程
か
ら
日
本
帝

国
主
義
の
思
想
的
教
育
的
な
基
幹
と
し
て
作
用
し
て
き
た
こ
と



一
九

「
男
尊
女
卑
」
考

は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
教
育
勅
語
』
は
、
国
体
護

持
を
基
軸
と
す
る
権
力
の
表
明
で
あ
り
、
臣
民
教
育
の
基
本
で

あ
り
、
後
に
文
部
省
が
発
刊
し
た
『
国
体
の
本
義
』（
一
九
三
七

年
）
は
、
そ
の
た
め
の
国
定
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先

の
戦
争
を
境
に
し
て
戦
前
戦
後
、
多
く
の
論
述
が
あ
る
が
、
ま

ず
は
「
男
尊
女
卑
」
の
根
底
、
土
壌
を
そ
こ
に
認
め
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
の
一
方
で
戦
後
、『
教
育
勅
語
』
に
つ
い
て
論
述
す
る

こ
と
自
体
が
、
著
述
者
の
「
思
想
」
と
「
品
位
」
を
も
図
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
論
点
で
み
る
と
、
小
倉
紀
蔵
は
、

そ
の
あ
り
よ
う
を
逆
に
転
化
す
る
研
究
者
と
評
価
し
て
い
い
だ

ろ
う
。
ち
な
み
に
彼
の
主
著
で
あ
る
『
朱
子
学
化
す
る
近
代
』

で
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

万
世
一
系
の
、
そ
れ
ゆ
え
易
姓
革
命
に
よ
っ
て
打
倒
さ

れ
え
な
い
天
皇
は
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
役
割
と
し

て
「
そ
れ
自
体
で
」「
無
条
件
に
」
国
家
の
中
心
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
朱
子
学
の
論
理
で
は
〈
理
〉
こ

そ
が
、
そ
し
て
〈
理
〉
を
完
璧
に
体
現
し
た
王
こ
そ
が
国

家
の
中
心
で
あ
る
べ
き
で
あ
る）

9
（

。

　

さ
ら
に
続
け
る
。

〈
西
洋
近
代
を
摂
り
入
れ
て
日
本
社
会
に
主
体
性
を
導
入
し

て
儒
教
化
し
よ
う
と
い
う
士
大
夫
的
立
場
の
思
想
〉
と
、

〈
王
と
民
衆
の
関
係
を
規
定
し
て
原
理
主
義
的
儒
教
社
会
を

つ
く
ろ
う
と
い
う
思
想
〉
と
が
、
互
い
に
補
完
し
あ
っ
て

中
央
集
権
的
・
統
体
的
儒
教
社
会
を
日
本
に
根
づ
か
せ
て

ゆ
こ
う
と
す
る
過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）
10
（

。

　

小
倉
は
、
以
上
の
よ
う
な
論
述
か
ら
『
教
育
勅
語
』
は
つ
く

ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
点
は
す
で
に
丸
山

真
男
も
指
摘
し
て
お
り
、
近
代
日
本
の
「
国
体
」
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
伊
藤
博
文
が
「
機
軸
」
と
し
て
作
用
す
る
も
の
を
「
儒

教
思
想
は
（
中
略
）、
個
別
的
な
日
常
徳
目
の
形
で
だ
け
生
き
の

び
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
個
別
的
徳
目
と
し
て
の
儒
教
は

元
田
（
永
孚
―
筆
者
（　

）
は
以
下
同
様
）
と
伊
藤
（
博
文
）、



二
〇

井
上
（
毅
）
ら
の
「
教
育
議
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
通
じ
て
や
が

て
教
育
勅
語
の
中
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
）
11
（

」
で

あ
る
と
論
じ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
「
徳
目
」
の
強
化
を
意
図
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
『
教
育
勅
語
』

の
出
だ
し
は
、「
朕
惟
フ
ニ
我
カ
皇
祖
皇
宗
國
ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏

遠
ニ
徳
ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
」
と
、
皇
室
の
先
祖
が
国
を

始
め
た
こ
と
は
昔
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
か
に
深
く
て

厚
い
徳
が
あ
る
か
か
ら
始
ま
る
。
続
い
て
「
我
カ
臣
民
克
ク
忠

ニ
克
ク
孝
ニ
億
兆
心
一
ニ
シ
テ
世
々
厥
ノ
美
ヲ
済
セ
ル
ハ
此
レ

我
カ
國
體
ノ
精
華
ニ
シ
テ
教
育
ノ
淵
源
亦
實
ニ
此
ニ
存
ス
」
と
、

日
本
の
国
民
は
、「
天
皇
の
民
」
で
あ
る
か
ら
「
臣
民
」
で
あ

り
、
忠
と
孝
を
尽
く
し
、
心
を
一
つ
に
し
て
長
い
間
よ
く
行
っ

て
き
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
教
育

の
根
源
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
臣
民
が
行
う
忠
と
孝
は

国
民
が
一
つ
に
な
っ
て
行
っ
て
き
た
の
だ
と
い
い
、
こ
こ
で
の

忠
と
孝
は
ま
さ
に
儒
教
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
儒
教
の
孝
は
父

子
間
で
い
い
、
君
臣
間
は
忠
で
あ
る）
12
（

と
い
う
理
解
か
ら
す
れ
ば
、

こ
こ
で
の
儒
教
は
伊
藤
博
文
の
所
信
に
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
教
育
勅
語
』
の
孝
は
、「
父
母
に
孝
ニ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

「
父
母
」
に
対
し
て
で
あ
る
が
、
国
体
の
体
現
者
で
あ
る
天
皇
を

も
指
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
、『
教
育
勅
語
』
は
儒
教
を
含
み
な

が
ら
、
日
本
的
展
開
（
近
代
天
皇
制
国
家
）
を
示
し
て
お
り
、

国
体
の
枠
を
固
め
る
た
め
の
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

ま
た
小
倉
は
、
儒
教
が
「
血
の
つ
な
が
り
を
基
本
に
し
た
宗

教
的
な
愛
と
道
徳
）
13
（

」
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。「
血
の

つ
な
が
り
」
は
父
子
関
係
を
基
本
と
し
、「
愛
と
道
徳
」
は
政
治

思
想
に
関
係
す
る
と
い
う）
14
（

。
そ
の
「
愛
」
は
「
差
等
」
と
い
う

考
え
方
に
よ
っ
て
平
等
で
は
な
い
と
い
う）
15
（

。
天
皇
と
臣
民
の
関

係
は
ま
さ
に
「
差
等
」
で
あ
り
、
平
等
で
は
な
い
。「
差
等
」
だ

か
ら
両
者
が
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
儒
教
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
教
育
勅
語
』
の
忠
と
孝
は
、
天
皇
が
臣
民
に

一
方
的
に
求
め
る
。
君
臣
の
関
係
は
「
差
等
」
で
あ
る
か
ら
、

天
皇
が
臣
民
を
愛
す
る
こ
と
は
成
り
立
つ
が
、
両
者
が
愛
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
の
で
は
な
く
、
天
皇
だ
け
が
臣
民
に

忠
と
孝
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
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「
男
尊
女
卑
」
考

　

天
皇
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
忠
と
孝
は
、
国
体
の
た
め
に
あ

る
。
そ
の
国
体
と
は
天
皇
制
国
家
で
あ
る
。
天
皇
と
国
家
が
一

体
化
し
た
な
か
で
の
忠
と
孝
で
あ
り
、
し
か
も
、「
一
旦
緩
急
ア

レ
バ
義
勇
公
ニ
奉
ジ
、
以
テ
天
壤
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ベ
シ
。
是

ノ
如
キ
ハ
獨
リ
朕
ガ
忠
良
ノ
臣
民
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
以
テ

爾
祖
先
ノ
遺
風
ヲ
顯
彰
ス
ル
ニ
足
ラ
ン
」
と
、
も
し
国
家
の
危

急
の
事
態
が
生
じ
た
ら
、
正
義
の
心
か
ら
勇
気
を
も
っ
て
公
の

た
め
に
奉
仕
し
な
さ
い
、
永
遠
に
続
く
皇
室
の
運
命
を
助
け
る

べ
き
で
あ
り
、
以
上
の
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
善
良
な
臣
民
で

あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
臣
民
の
祖
先
か
ら
の
風
習
を
ほ
め
讃
え

る
に
足
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
の
一
大
事
に
は
、
命
を
投
げ

出
し
て
闘
え
と
命
令
し
て
い
る
。
実
際
、
最
後
の
戦
争
と
な
っ

た
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
を
迎
え
る
ま
で
、『
教
育
勅
語
』

そ
の
ま
ま
が
臣
民
に
強
い
ら
れ
た
。
と
く
に
男
子
に
と
っ
て
は

死
を
求
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
皇
室
の
運
命

を
助
け
る
た
め
の
侵
略
者
で
あ
り
、
多
大
な
犠
牲
者
を
出
し
た
。

ま
さ
に
天
皇
制
国
家
の
天
皇
た
る
あ
り
よ
う
を
表
し
て
い
る
。

ま
し
て
、
戦
争
の
責
任
を
無
答
責
で
す
ま
す
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
天
皇
と
臣
民
の
関
係
に
つ
い
て
儒
教
で

表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

小
倉
は
、
天
皇
と
臣
民
の
関
係
を
「
上
位
者
と
下
位
者
と
の

関
係
を
支
配
／
従
属
の
関
係
と
し
て
見
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
の

み
と
見
る
こ
と
な
く
、
ま
た
相
互
依
存
の
関
係
と
見
つ
つ
、
し

か
も
そ
れ
の
み
と
見
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
立
場
で
あ
る
。
ふ

た
つ
の
立
場
を
止
揚
す
る
の
の
と
も
異
な
る
。
支
配
／
従
属
で

あ
り
な
が
ら
相
互
依
存
（interdependennce

）
か
つ
相
互
独

立
（interindependence

－

造
語
）
な
の
で
あ
り
、
不
相
雑
・

不
相
離
の
関
係
）
16
（

」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
儒
教
と
も
ほ
ど
遠
い
。

朱
子
学
化
し
た
近
代
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
捉
え
た
い
意
図

は
了
と
し
て
も
、
天
皇
制
下
に
お
け
る
関
係
は
理
解
し
が
た
い
。

む
し
ろ
、
わ
た
し
は
従
属
す
る
側
が
独
立
す
る
に
は
ほ
ど
遠
か

っ
た
と
捉
え
る
。
小
倉
が
論
じ
る
「
不
相
雑
・
不
相
離
」
な
ど

で
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
明
記
し
て
お
く
。
ま
た
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
女

性
と
男
性
の
関
係
で
相
互
独
立
な
ど
と
い
え
な
い
。
男
性
と
の

関
係
が
「
相
互
独
立
」
し
て
い
な
い
な
か
で
、
国
家
（
天
皇
）



二
二

と
臣
民
が
「
相
互
依
存
」
か
つ
「
相
互
独
立
」
な
ど
成
り
立
な

い
で
あ
ろ
う
。

和
の
原
理
―
君
民
一
体

　

天
皇
の
た
め
に
命
を
投
げ
出
し
国
家
の
危
急
に
応
ず
る
関
係

が
『
教
育
勅
語
』
に
説
か
れ
た
が
、
そ
の
関
係
を
天
皇
と
臣
民

が
あ
た
か
も
一
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
惑
わ
か
し
た
の
が
、
日

本
的
表
現
と
な
っ
た
「
和
」
の
原
理
で
あ
る
。
一
九
三
七
（
昭

和
一
二
）
年
、
文
部
省
発
行
の
『
国
体
の
本
義
』
に
記
さ
れ
る

「
国
体
」
は
、
日
本
国
の
成
立
と
万
世
一
系
の
天
皇
を
一
体
化
し

徹
底
し
て
国
民
に
浸
透
さ
せ
る
目
的
と
し
て
あ
っ
た
。
ま
ず
は

三
〇
万
部
が
発
行
さ
れ
、
全
国
の
学
校
と
官
庁
へ
送
付
さ
れ
、

さ
ら
に
希
望
者
に
は
内
閣
印
刷
局
か
ら
発
売
し
た
。
ち
な
み
に

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
は
六
五
万
部
に
達
し
た
。
そ
の

「
緒
言
」
に
は
、「
我
が
国
は
、
今
や
国
運
頗
る
盛
ん
に
、
海
外

発
展
の
い
き
ほ
ひ
著
し
く
、
前
途
弥
々
多
望
な
時
に
際
会
し
て

ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
で
始
ま
る
。
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
が
「
海

外
発
展
」
と
歪
曲
さ
れ
、「
肇
国
の
由
来
を
詳
に
し
、
そ
の
大
精

神
を
闡
明
す
る
と
共
に
、
国
体
の
国
史
に
顕
現
す
る
姿
を
明
示

し
、
進
ん
で
こ
れ
を
今
の
世
に
説
き
及
ぼ
し
、
以
て
国
民
の
自

覚
と
努
力
と
を
促
す
所
以
で
あ
る
」
旨
を
主
張
す
る
。

　

そ
の
『
国
体
の
本
義
』
の
中
心
思
想
が
、「
和
」
の
原
理
で
あ

る
。「
和
は
、
我
が
国
肇
国
の
鴻
業
よ
り
出
で
、
歴
史
生
成
の
力

で
あ
る
と
共
に
、
日
常
離
る
べ
か
ら
ざ
る
人
倫
の
道
で
あ
る
。

和
の
精
神
は
、
万
物
融
合
の
上
に
成
り
立
つ
。（
中
略
）
全
体
の

中
に
分
を
以
て
存
在
し
、
こ
の
分
に
応
ず
る
行
を
通
じ
て
よ
く

一
体
を
保
つ
と
こ
ろ
の
大
和
で
あ
る
。（
中
略
）
我
が
国
の
和

は
、
各
自
そ
の
特
質
を
発
揮
し
、
葛
藤
と
切
磋
琢
磨
と
を
通
じ

て
よ
く
一
に
帰
す
と
こ
ろ
の
大
和
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

ご
都
合
主
義
的
な
「
人
倫
の
道
」
を
強
調
す
る
。
そ
れ
が
君
臣

の
関
係
だ
と
い
う
。「
一
に
帰
す
」
と
は
天
皇
へ
の
帰
一
だ
か
ら

「
大
和
」
で
あ
る
と
も
。

　
「
和
」
は
、『
教
育
勅
語
』
の
夫
婦
関
係
に
も
い
わ
れ
る
。「
夫

婦
相
和
ス
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

　

以
上
、
天
皇
の
あ
り
よ
う
、
臣
民
と
の
関
係
を
概
観
す
る
ま

で
も
な
く
、
日
本
の
政
治
思
想
は
「
儒
教
」
そ
の
も
の
と
は
い



二
三

「
男
尊
女
卑
」
考

い
難
い
。
日
本
の
天
皇
制
は
、
ま
さ
に
日
本
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
所
産
と
い
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

三　
「
男
尊
女
卑
」
の
捉
え
方

儒
教
を
肯
定
す
る
な
か
で
―
西
村
茂
樹

　

近
代
国
家
と
し
て
出
発
し
た
天
皇
制
国
家
が
め
ざ
し
た
の
は
、

産
業
の
発
展
と
軍
隊
創
出
の
「
富
国
強
兵
」
を
主
眼
に
お
く
だ

け
で
は
な
く
、
教
育
に
力
を
注
い
だ
。
労
働
力
・
兵
力
の
要
を

な
す
人
間
の
教
育
を
必
要
と
し
た
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
と
し
て

学
校
制
度
が
早
く
整
っ
た
。
高
等
教
育
を
必
要
と
す
る
人
は
一

部
の
人
で
い
い
が
、
労
働
者
・
兵
士
と
し
て
の
教
育
を
必
要
と

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
兵
士
を
集
め
る
た
め
に
徴
兵
制
が

整
備
さ
れ
る
が
、
国
家
（
天
皇
）
の
た
め
に
「
命
を
か
け
る
」

軍
人
意
識
を
も
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
基
本
を

満
た
す
の
が
教
育
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
幕
藩
体
制
下
の
人
々
の

意
識
を
超
え
た
臣
民
と
し
て
の
創
出
が
急
が
れ
た
の
で
あ
る
。

国
家
が
必
要
と
す
る
人
間
、
国
家
の
要
請
に
応
え
る
人
間
、
そ

う
し
た
人
間
を
育
て
る
場
こ
そ
、
学
校
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
学
校
で
最
重
要
と
し
て
教
え
ら
れ
た
の
が
、
道
徳

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
家
を
な
す
成
員
と
し
て
の
規
範
で
あ

る
。
そ
れ
を
内
在
化
さ
せ
、
そ
し
て
国
民
が
実
践
す
る
か
で
あ

る
。
天
皇
制
国
家
と
し
て
の
近
代
化
は
、
そ
う
し
た
規
範
を
国

民
の
意
識
と
化
し
、「
世
界
」
に
伍
し
て
い
く
「
国
体
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

新
た
な
道
徳
を
創
造
す
る
た
め
に
は
、
日
本
に
新
た
に
入
っ

て
き
た
哲
学
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
た
。
ま
た
、
日
本
に
根
づ
い

て
い
た
仏
教
も
視
野
に
入
れ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
儒
教

を
取
り
入
れ
た
の
が
、
西
村
茂
樹
（
一
八
二
八
〜
一
九
〇
二
）

だ
っ
た
。
西
村
が
幕
藩
体
制
の
倫
理
と
さ
れ
た
儒
教
を
再
度
適

用
す
る
意
図
は
何
だ
っ
た
の
か
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
、

西
村
は
福
澤
諭
吉
、
森
有
礼
、
西
周
、
中
村
正
直
、
加
藤
弘
之

ら
と
「
明
六
社
」
を
結
成
す
る
。
一
方
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）

年
に
は
、
大
槻
磐
渓
、
依
田
學
海
、
平
野
重
久
ら
と
、
漢
学
者

の
集
ま
り
で
あ
る
「
洋
々
社
」
を
結
成
す
る
。
さ
ら
に
貴
族
院

議
員
、
宮
中
顧
問
官
を
つ
と
め
、
文
部
省
編
輯
局
長
と
し
て
教



二
四

科
書
の
編
集
や
教
育
制
度
の
確
立
に
尽
力
し
た
。
修
身
の
必
要

性
を
訴
え
、「
修
身
学
社
」（
現
・
社
団
法
人
日
本
弘
道
会
）
を

創
設
し
た
の
も
西
村
で
あ
る
。
西
村
が
著
し
た
『
日
本
道
徳
論
』

は
、
近
代
日
本
の
道
徳
の
基
礎
を
確
立
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

　

で
は
、
西
村
が
説
く
幕
藩
体
制
下
の
儒
教
と
違
う
道
徳
と
は
、

ど
の
よ
う
な
点
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
儒
教
を
次
の
よ

う
に
評
価
す
る
。「
三
百
年
来
全
国
ノ
上
等
社
会
ノ
気
風
品
行
ヲ

造
成
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
且
ツ
其
教
タ
ル
父
子
・
君
臣
・
夫
婦
・

長
幼
・
朋
友
ノ
五
倫
ヲ
主
眼
ト
シ
テ
、
致
知
格
物
ヨ
リ
始
メ
テ

誠
意
・
正
心
・
修
身
・
治
国
・
平
天
下
ニ
至
ル
者
ナ
レ
バ
、
現

世
ノ
事
ニ
付
キ
テ
ハ
、
儒
道
ハ
ア
ラ
ユ
ル
天
下
ノ
教
法
ヲ
網
羅

ス
ト
云
フ
ト
モ
可
ナ
リ
）
17
（

」
と
、
儒
教
の
「
す
ば
ら
し
さ
」
を
鼓

舞
す
る
。
し
か
し
、
西
村
は
そ
れ
ま
で
の
儒
教
で
は
十
分
で
は

な
く
、
次
に
五
点
挙
げ
て
そ
の
理
由
を
述
べ
る
。

　

そ
の
第
一
は
、
西
洋
の
諸
学
の
精
緻
さ
に
儒
教
は
劣
る
。
第

二
に
、
儒
教
は
禁
戒
が
多
く
勧
奨
が
少
な
い
。
第
三
に
、
儒
教

は
尊
属
の
も
の
に
有
利
に
働
き
、
卑
属
の
も
の
に
不
利
に
働
く
。

第
四
に
、
儒
教
は
男
尊
女
卑
が
多
く
、
男
女
の
こ
と
を
論
ず
る

に
平
等
で
は
な
い
。
第
五
に
、
儒
教
は
古
を
よ
し
と
し
て
現
在

を
よ
し
と
し
な
い
。

　

以
上
の
五
点
の
な
か
に
、「
男
尊
女
卑
」
を
否
定
す
る
考
え
方

は
興
味
を
引
く
が
、
文
面
通
り
に
記
す
る
と
、「
儒
道
ハ
男
尊
女

卑
ノ
教
多
ク
、
男
女
ノ
際
ヲ
論
ズ
ル
ニ
其
平
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
ア

リ
、
男
子
ハ
妻
妾
数
人
ヲ
置
ク
モ
之
ヲ
咎
メ
ズ
シ
テ
、
婦
人
ハ

夫
死
不
嫁
ノ
教
ア
リ
、
今
日
以
後
ノ
時
勢
ニ
於
テ
甚
ダ
牴
牾
多

キ
者
ニ
似
タ
リ
）
18
（

」
と
、
そ
の
理
由
を
論
じ
る
。
男
女
が
平
等
で

は
な
い
具
体
的
社
会
事
例
と
し
て
男
性
は
妻
妾
を
数
人
も
も
っ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
夫
が
死
ん
だ
あ
と
の
女
性
の
再
婚
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
五
に
挙
げ
ら

れ
た
儒
教
が
古
い
こ
と
を
よ
し
と
す
る
こ
と
も
否
定
し
て
い
る

の
で
、
西
村
は
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
儒
教
を
自
ら
の
経

験
や
観
察
に
よ
っ
て
修
正
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
考

え
に
至
る
西
村
の
思
想
は
、
儒
教
が
基
本
で
あ
っ
た
が
、
洋
学

を
学
ぶ
こ
と
で
儒
学
と
決
別
す
る
経
験
を
も
っ
た
と
考
え
て
い

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
洋
一
辺
倒
で
は
国
家
が
成
り
立
た
な

い
と
い
う
の
で
、
儒
教
を
「
修
正
す
る
」
考
え
に
至
っ
た
と
い



二
五

「
男
尊
女
卑
」
考

う
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
西
村
は
「
男
尊
女
卑
」
で
は
な
い
男
性
と
女
性
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
述
べ
た
の
か
。「
天
下
ノ
諸
国
、
何
レ
ノ
地
ニ

於
テ
モ
男
女
生
産
ノ
数
ハ
大
抵
相
均
シ
ク
シ
テ
、
男
子
ノ
数

較
ゝ
女
子
ヨ
リ
多
キ
ヲ
常
ト
ス
、
是
事
実
ナ
リ
。
此
事
実
ニ
拠

リ
テ
推
ス
ト
キ
ハ
、
一
男
以
テ
一
女
ニ
配
ス
ル
ヲ
真
理
即
チ
天

理
ニ
協
フ
者
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
至
ッ
テ
明
白
ナ
リ
）
19
（

」
と
し
て
、

男
女
が
生
ま
れ
て
く
る
数
は
だ
い
た
い
均
し
い
か
ら
一
夫
一
婦

を
勧
め
る
。
ま
た
、「
早
婚
の
害
」
が
あ
る
の
で
、
欧
米
に
比
し

て
日
本
は
男
子
が
二
二
歳
、
女
子
が
一
九
歳
と
い
う
の
は
、「
一

身
一
家
ノ
為
メ
ニ
又
国
ノ
タ
メ
ニ
其
害
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
）
20
（

」

で
あ
り
、
早
婚
は
子
ど
も
を
多
く
産
む
こ
と
に
な
り
、
困
窮
に

陥
る
と
も
説
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
女
子
が
結
婚
相
手
の
男
子
を
選
ぶ
と
き
、
西
洋
を

ま
ね
る
べ
き
だ
と
説
く
。
西
洋
で
は
女
子
も
「
一
学
一
術
ヲ
通

ジ
タ
ル
上
ニ
テ
、
男
子
ノ
人
物
及
ビ
其
資
産
共
ニ
其
身
ヲ
托
ス

ル
ニ
足
ル
ベ
キ
ヲ
見
定
メ
タ
ル
後
ニ
）
21
（

」
結
婚
し
て
い
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
男
性
を
見
定
め
て
結
婚
す
る
西
洋
に
見
習
う
べ
き
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
絵
に
描
い
た
餅
だ
っ
た
。

日
本
の
結
婚
制
度
は
家
制
度
に
基
づ
い
て
い
た
か
ら
、
相
手
を

見
定
め
て
選
ぶ
こ
と
が
は
た
し
て
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日

本
の
家
制
度
を
批
判
す
る
言
及
が
あ
る
べ
き
だ
が
、
西
村
に
は

そ
の
論
述
は
な
い
。
ま
た
、
婚
礼
の
際
の
高
い
出
費
を
抑
え
る

こ
と
も
提
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
多
く
の
費
用
を

使
え
る
階
層
は
そ
ん
な
に
多
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
西
村

の
目
に
映
る
婚
礼
の
場
面
は
、
上
層
階
級
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
指
摘
は
あ
た
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
西
村
茂
樹
の
「
男
尊
女
卑
」
の
否
定
の
一
端
を
見
た

が
、
近
代
の
女
性
の
結
婚
が
そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
こ
う
と
す

る
傾
向
は
な
い
。
西
村
の
「
男
尊
女
卑
」
の
否
定
は
、
そ
の
根

幹
で
あ
る
家
制
度
を
問
題
視
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
西
村

の
「
男
尊
女
卑
」
論
は
、
す
べ
て
絵
空
事
と
い
う
他
な
い
。

福
沢
諭
吉
―
女
大
学
評
論

　

福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
〜
一
九
〇
一
）
が
近
代
日
本
の
偉
大

な
存
在
で
あ
っ
た
論
拠
を
安
川
寿
之
輔
は
、「
1
．
多
数
の
著
述
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に
よ
る
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
役
割
と
、
2
．
私
学
の
雄
・
慶
應

義
塾
の
創
設
と
そ
の
教
育
実
践
を
担
っ
た
者
と
い
う
意
味
と
、

3
．『
時
事
新
報
』
紙
の
論
説
主
幹
・
社
主
と
し
て
、
日
本
人
の

意
識
形
成
に
巨
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
言
論
人
と
し
て
）
22
（

」
の
三

点
に
ま
と
め
る
。
そ
の
福
沢
は
若
い
頃
か
ら
儒
教
を
学
ん
だ
人

で
あ
る
。
大
阪
で
学
ん
だ
の
も
緒
方
洪
庵
の
適
塾
で
あ
り
、
儒

教
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
蘭
学
を
学
ん
だ
。
福
沢
の
多

数
の
著
述
の
な
か
に
女
性
へ
の
言
及
が
多
い
の
は
、
時
代
を
先

取
る
言
論
人
と
し
て
の
先
取
の
自
覚
で
あ
り
、
国
家
に
寄
与
す

る
女
性
へ
の
期
待
で
も
あ
り
、
近
世
の
女
性
観
に
少
な
か
ら
ず

批
判
の
眼
を
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
言
及
が

真
に
女
性
の
た
め
に
な
る
先
駆
的
な
思
想
で
あ
り
、
男
女
平
等

思
想
を
も
っ
て
い
た
か
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
疑
わ
し
い
。

　

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
福
沢
は
、
貝
原
益
軒
著
の
『
女

大
学
』
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
『
女
大
学
評
論　

新
女
大
学
』

を
著
す
。『
女
大
学
』
は
、
儒
教
の
精
神
を
基
軸
と
す
る
が
、
拙

論
で
は
そ
の
な
か
の
「
男
尊
女
卑
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所

を
み
て
お
く
。
な
お
、
そ
の
「
序
」
に
は
福
沢
の
息
子
一
太
郎

に
よ
る
解
説
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
「
内
地
雑
居
の
事
は
日
既

に
迫
れ
り
。
一
刻
を
猶
予
す
可
き
時
に
非
ず
。
正
に
此
機
に
乗

じ
蹶け
つ

起き

し
て
男
尊
女
卑
の
陋ろ
う

習し
ゆ
うを
退
治
す
る
…
…
）
23
（

」
と
あ
る
。

一
太
郎
も
父
諭
吉
が
「
男
尊
女
卑
」
を
陋
習
と
捉
え
退
治
す
る

と
考
え
て
い
た
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
福
沢
は
そ

の
陋
習
を
退
治
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

福
沢
は
ま
ず
は
、『
女
大
学
』
の
「
女
は
容か
た
ちよ
り
も
心
の
勝す
ぐ

れ

る
を
善よ
し

と
す
べ
し
」
の
章
を
挙
げ
る
。
女
は
姿
形
よ
り
は
、「
和
や
わ
ら
か

に
随
ひ
て
貞
信
に
情
ふ
か
く
静
な
る
を
淑よ

し

と
す
）
24
（

」
と
、
静
か
に

夫
に
随
い
、
貞
淑
な
女
性
が
い
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
反

論
す
る
。
具
体
的
に
悪
徳
が
並
べ
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
女
性
に
の
み
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
男
性
に
も
当
て

は
ま
る
と
い
う
。
女
の
道
だ
け
を
説
き
、
女
だ
け
に
警
告
を
発

す
る
こ
と
を
戒
め
る
。『
女
大
学
』
の
筆
者
で
あ
る
貝
原
益
軒
は

「
一
切
万
事
支マ

マ那
流
よ
り
割
出
し
て
立
論
す
る
が
故
に
、
男
尊
女

卑
の
癖へ

き

は
免
か
る
可
ら
ず
）
25
（

」
と
し
て
、
中
国
の
儒
教
か
ら
立
論

し
て
い
る
か
ら
「
男
尊
女
卑
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
自
分
の
女

性
論
は
異
な
る
と
い
う
。
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「
男
尊
女
卑
」
考

　

次
に
、「
嫉
妬
の
心
努ゆ

め
ゆ
めゝ

発お
こ

す
べ
か
ら
ず
」
の
章
で
あ
る
。
男

性
は
淫
乱
で
あ
る
か
ら
、
夫
の
不
倫
に
嫉
妬
の
心
を
お
こ
せ
ば
、

夫
に
疎
ま
れ
、
見
限
ら
れ
る
か
ら
、
怒
り
を
露
わ
に
し
な
い
で
、

逆
ら
っ
て
は
い
け
な
い
の
章
に
対
し
て
、
福
沢
は
「
男
尊
女
卑

の
習
慣
は
其
由
来
久
し
く
、
習
慣
漸
く
人
の
性
を
成
し
て
、
今

日
の
婦
人
中
動や
や

も
す
れ
ば
、
自
か
ら
其
権
利
を
忘
れ
て
自
か
ら

屈
辱
を
甘
ん
じ
、
自
か
ら
屈
辱
を
忍
ん
で
終つ
い

に
自
か
ら
苦
し
む

者
多
し
）
26
（

」
で
あ
り
、
主
婦
た
る
責
任
あ
る
者
は
、
自
身
の
た
め

自
家
の
た
め
に
権
利
を
主
張
し
、
配
偶
者
の
乱
暴
狼
藉
を
制
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
き
、
自
ら
の
権
利
を
も
た
な
い
『
女

大
学
』
は
「
男
尊
女
卑
」
で
あ
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、「
婦
人
の
心
様
の
悪
き
病
は
、
和
ぎ
順
ざ
る
と
、
怒

恨
む
と
、
人
を
謗
る
と
、
も
の
を
妬
む
と
、
智
恵
浅
き
と
也
」

と
し
て
、
女
性
は
男
性
に
は
及
ば
な
い
こ
と
を
「
男
は
天
に
た

と
へ
女
は
地
に
象
る
」
と
説
き
、
自
分
の
身
を
慎
ん
で
腹
を
立

て
な
い
で
、
男
性
に
従
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
福
沢
は
そ
う
い
う
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
と

す
る
。
そ
し
て
、「
女
大
学
記
者
が
男
尊
女
卑
の
主
義
を
張
ら
ん

と
し
て
其
根
拠
な
き
に
苦
し
み
、
纔わ
ず
かに
古
の
法
な
る
も
の
を
仮

来
り
て
天
地
な
ど
を
言
う
空
想
を
楯
に
し
、
論
法
を
荘
厳
に
し

て
以
て
女
性
を
圧
倒
し
、
無
理
に
も
こ
れ
を
暗
処
に
蟄
伏
せ
し

め
ん
と
の
窮
策
に
出
で
た
る
も
の
と
言
う
可
し
。
既
に
男
尊
女

卑
と
定
ま
り
た
る
上
は
、
婦
人
に
向
て
命
令
す
る
こ
と
甚
だ
易

し
）
27
（

」
と
、
貝
原
益
軒
を
「
男
尊
女
卑
」
主
義
者
と
す
る
。

　

ま
た
、「
男
尊
女
卑
」
の
こ
と
ば
で
は
な
く
、「
尊
卑
」
と
し

て
出
て
く
る
箇
所
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
最
後
の
ま
と
め
と
し
て

書
か
れ
た
箇
所
で
あ
る
。「
在む

か
し昔

封
建
門
閥
の
時
代
に
政
治
を
始

め
と
し
て
人
間
万
事
圧
政
を
以
て
組
織
し
た
る
世
の
中
に
は
、

男
女
の
関
係
も
自
か
ら
一
般
の
風
潮
に
従
い
、
男
子
は
君
主
の

如
く
女
子
は
臣
下
の
如
く
に
し
て
、
其
尊
卑
を
殊
に
す
る
と
同

時
に
、
君
主
た
る
男
子
は
貴
賎
貧
富
、
身
分
の
区
別
こ
そ
あ
れ

其
婦
人
に
接
す
る
の
法
は
恰
も
時
の
将
軍
大
名
を
学
ん
で
傍
若

無
人
、
こ
れ
を
冷
遇
し
之
を
無
視
す
る
の
み
…
…
）
28
（

」
と
、
近
世

を
封
建
時
代
と
捉
え
、
当
時
の
政
治
に
習
っ
て
男
女
の
関
係
も

男
子
が
君
主
と
な
っ
て
傍
若
無
人
な
振
る
舞
い
を
し
、
女
性
を

冷
遇
し
た
り
無
視
し
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
女
訓
書
と
し
て
の



二
八

『
女
大
学
』
を
批
判
し
て
い
る
。

新
し
い
女
子
へ
の
教
育
説
―
新
女
大
学

　

福
沢
諭
吉
が
、「
今
我
輩
の
腹
案
女
子
教
育
説
の
大
意
を
左
に

記
し
、
之
を
新
女
大
学
と
題
し
て
地
下
に
記
者
に
質
さ
ん
と
す
。

記
者
先
生
に
於
て
も
二
百
年
来
の
変
遷
を
見
て
或
は
首
肯
せ
ら

る
ゝ
こ
と
あ
る
可
し
）
29
（

」
と
し
た
の
が
、『
新
女
大
学
』
で
あ
る
。

『
新
女
大
学
』
は
、
二
二
章
の
項
目
を
掲
げ
、
女
子
教
育
の
あ
り

よ
う
を
説
い
た
。
そ
れ
は
、
貝
原
益
軒
の
『
女
大
学
』
を
乗
り

越
え
、
新
し
い
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
女
子
教
育
の
意
図
を
も
っ

て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
後
の
ま
と
め
に
「
男
尊

女
卑
」
の
こ
と
ば
が
出
て
く
る
。「
所
謂
儒
流
の
故
老
輩
が
百
千

年
来
形
式
の
習
慣
に
養
わ
れ
て
恰
も
第
二
の
性
を
成
し
、
男
尊

女
卑
の
陋ろ
う

習し
ゆ
うに
安
ん
じ
て
遂
に
悟
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
も
固
よ

り
其そ
の

処と
こ
ろな
り
、
…
…
）
30
（

」
と
。

　

つ
ま
り
、
福
沢
諭
吉
に
と
っ
て
「
男
尊
女
卑
」
は
、
貝
原
益

軒
の
『
女
大
学
』
に
説
か
れ
て
い
る
内
容
を
い
い
、
そ
れ
を
「
陋

習
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
福
沢
は
、「
男
尊
女
卑
」

で
は
な
い
新
た
な
女
性
論
を
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で

は
な
い
と
指
摘
し
た
の
が
、
安
川
寿
之
輔
で
あ
る
。「
冒
頭
に
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
テ
ー
ゼ
を
お
い
て
読
者
を
ひ
き
つ
け
な
が
ら
、
そ

の
あ
と
は
い
つ
も
腰
砕
け
の
展
開
に
な
る
と
い
う
福
沢
流
の
女

性
論
）
31
（

」
に
注
意
を
向
け
る
。

　

著
述
の
上
で
、
福
沢
は
「
男
尊
女
卑
」
を
否
定
す
る
。
で
は
、

そ
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
わ
た

し
の
問
題
意
識
と
重
な
る
。「
男
尊
女
卑
」
を
否
定
し
た
福
沢
な

ら
、
近
代
の
男
女
関
係
を
「
男
尊
女
卑
」
で
す
ま
す
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
し
か
し
、
今
な
お
女
性
差
別
が
解
消
さ
れ
な
い
現

実
を
変
革
す
る
た
め
に
も
、
あ
え
て
福
沢
の
女
性
観
を
辿
っ
て

み
る
。

　

ま
ず
、
福
沢
の
「
男
尊
女
卑
」
の
使
い
方
を
散
見
す
る
も
の

か
ら
み
て
い
き
た
い
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
す
で
に
安
川
に
よ

っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　

タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
福
翁
百
話
」
に
収
め

ら
れ
る
「
男
尊
女
卑
の
弊
は
専
ら
外
形
に
在
る
者
多
し
）
32
（

」
で
あ

る
。「
女
卑
」
を
卑
屈
と
と
り
、
男
女
と
も
の
外
形
を
「
人
の
眼



二
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「
男
尊
女
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に
触
れ
て
見
苦
し
か
ら
ぬ
体
裁
に
成
さ
し
む
る
の
工
風
肝
要
」

だ
と
説
く
。
同
じ
く
「
福
翁
百
話
」
中
の
「
女
子
教
育
と
女
権
」

に
は
、「
世
間
の
教
育
家
と
称
す
る
者
は
、
我
が
国
に
於
け
る
男

女
の
関
係
を
見
て
男
尊
女
卑
の
弊
習
を
憂
え
る
こ
と
甚
だ
し
く
、

女
子
教
育
の
要
も
自
ら
其
辺
に
衣
を
寓
す
る
も
の
ゝ
如
し
）
33
（

」
と

読
め
る
。

　

貴
族
や
家
柄
の
よ
い
男
が
欲
望
の
ま
ま
に
乱
暴
無
情
で
あ
っ

て
も
許
さ
れ
る
と
し
て
「
社
会
一
般
に
男
尊
女
卑
の
風
俗
を
成

し
た
る
が
故
に
、
貴
族
門
閥
の
輩
が
男
女
の
関
係
に
付
き
何
ほ

ど
に
其
慾
を
恣
に
し
て
何
ほ
ど
に
乱
暴
無
状マ
マ

な
る
も
、
一
般
の

世
教
風
俗
に
於
て
之
を
男
子
の
不
徳
と
し
て
咎
る
者
な
し
）
34
（

」
と

い
い
、「
男
尊
女
卑
の
談
は
常
に
喧
し
く
し
て
、
既
に
尊
卑
を
分

つ
と
き
は
尊
者
が
卑
者
を
器
と
し
て
之
を
玩
弄
す
る
は
当
然
の

事
に
し
て
、
男
子
の
品
行
脩
ら
ん
と
欲
す
る
も
得
べ
か
ら
ず
）
35
（

」

と
説
く
。

　

さ
ら
に
福
沢
の
「
男
尊
女
卑
」
の
使
用
例
を
挙
げ
て
み
る
。

　

我
國
男
尊
女
卑
の
習
慣
、
人
心
の
底
に
銘
じ
て
之
を
洗

ふ
べ
か
ら
ず
。
其
女
卑
の
極
度
に
至
り
て
は
、
男
子
の
不

行
跡
を
傍
観
し
て
之
を
許
す
の
み
な
ら
ず
、
或
は
傍
よ
り

之
を
助
け
て
故
さ
ら
に
自
由
を
興
ふ
る
の
事
跡
な
き
に
非

ず
（「
男
女
交
際
論
）
36
（

」）

　

男
尊
女
卑
の
弊
風
中
に
得
々
と
し
て
、
其
世
教
の
鉾
先

は
独
り
婦
人
の
方
に
向
ひ
、
独
り
婦
人
を
し
て
鬱
憂
の
苦

界
に
沈
ま
し
む
る
の
み
な
ら
ず
…
…
（「
男
女
交
際
論
）
37
（

」）

　

東
方
男
尊
女
卑
の
悪
弊
を
以
て
し
て
、
良
人
が
其
妻
を

擯
斥
し
疎
外
し
又
軽
侮
す
る
こ
と
甚
だ
し
。（「
男
女
交
際

論
）
38
（

」）

　

貧
乏
人
が
此
貧
窮
に
陥
り
な
が
ら
、
尚
ほ
夫
婦
隔
意
の

體
を
装
ふ
て
、
苦
し
き
中
に
も
男
尊
女
卑
の
精
神
を
ば
忘

れ
ざ
る
の
寓
意
を
示
す
の
み
に
し
て
（「
男
女
交
際
論
）
39
（

」）

　

男
子
は
既
に
其
方
便
な
き
に
苦
し
ん
で
遁
路
を
花
柳
の

醜
行
に
求
め
た
り
、
婦
人
も
亦
こ
れ
を
求
る
は
当
然
の
数

な
れ
ど
も
、
爰
に
は
又
男
尊
女
卑
と
て
別
に
一
種
の
圧
力

あ
り
て
、
婦
人
の
醜
行
尚
ほ
未
だ
男
子
に
及
ば
ず
。（「
男

女
交
際
論
）
40
（

」）



三
〇

　

家
に
男
尊
女
卑
の
悪
習
を
醸
し
て
子
孫
に
厭
制
卑
屈
の

根
性
を
成
さ
し
む
る
の
一
事
な
り
。（「
日
本
男
子
論
）
41
（

」）

　

男
尊
女
卑
、
主
公
厭
制
、
家
人
卑
屈
の
組
織
は
、
不
品

行
の
家
に
欠
く
可
ら
ざ
る
の
要
用
に
し
て
、
日
々
夜
々
後

進
の
子
女
を
此
組
織
の
中
に
養
育
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
其

子
女
後
年
の
事
も
亦
想
見
る
可
し
。（「
日
本
男
子
論
）
42
（

」）

　

学
問
技
芸
の
交
際
は
最
も
高
尚
な
る
も
の
に
し
て
甚
だ

願
は
し
き
次
第
な
れ
ど
も
、
不
幸
な
る
は
古
来
男
尊
女
卑

の
習
慣
を
成
し
た
る
我
國
柄
に
し
て
（「
男
女
交
際
餘
論
）
43
（

」）

　

世
間
の
論
客
は
素
よ
り
男
尊
女
卑
の
習
俗
に
酔
ひ
、
漫

に
婦
人
の
言
行
を
評
し
て
無
学
無
識
な
り
と
云
ふ
者
も
あ

ら
ん
な
れ
ど
も
、
少
し
も
恐
る
ゝ
に
足
ら
ず
。（「
男
女
交

際
餘
論
）
44
（

」）

　

以
上
の
よ
う
に
、
福
沢
が
使
っ
た
「
男
尊
女
卑
」
を
拾
い
上

げ
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
過
去
の
陋
習
と
し
て
使
用
し
て
い
る

こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
こ
に
新
た
な
時
代
社
会
へ
の
思
想
が

形
成
さ
れ
て
い
た
か
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
り
、
以
下
、
安
川

寿
之
輔
の
論
を
援
用
し
て
進
め
た
い
。

福
沢
諭
吉
の
女
性
論

　

福
沢
諭
吉
の
女
性
論
に
か
ん
し
て
は
、
前
述
の
安
川
寿
之
輔

の
『
福
沢
諭
吉
の
教
育
論
と
女
性
論
』
に
詳
し
い
。
安
川
は
、

福
沢
を
評
価
す
る
一
〇
人
の
女
性
論
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の

す
べ
て
が
間
違
っ
て
い
る
と
徹
底
し
た
批
判
を
行
う
。
そ
れ
は

見
事
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

　

安
川
に
よ
る
福
沢
の
女
性
論
は
下
記
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ

る
。

　
　

1
． 

女
性
が
家
事
・
育
児
を
「
天
職
」
と
し
て
、「
家
政
参

与
の
権
」
を
認
め
ら
れ
、「
男
子
を
助
け
て
居
家
処
世

の
務つ
と
めに
」
つ
く
性
別
役
割
分
業
観
。

　
　

2
．
女
性
の
参
政
権
と
労
働
権
の
欠
落
。

　
　

3
． 

日
本
資
本
主
義
の
対
外
進
出
の
た
め
の
娼
婦
の
海
外

「
出
稼
ぎ
」
を
含
む
、
積
極
的
な
公
娼
制
度
必
要
論
。

　
　

4
． 「
温
和
良
淑
」「
優
美
」「
従
順
」
と
い
う
日
本
女
性
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「
男
尊
女
卑
」
考

「
固
有
」
の
「
美
徳
」
養
成
の
た
め
の
女
子
特
性
教
育

論
。

　
　

5
．
女
子
の
郷
里
を
離
れ
て
の
「
遊
学
」
反
対
。

　
　

6
． 「
西
洋
流
の
自
選
結
婚
」
＝
恋
愛
結
婚
反
対
論
と
、

「
離
婚
の
自
由
」
否
定
の
「
偕
老
同
穴
」
論
。

　
　

7
．
明
治
民
法
を
「
世せ

道ど
う

人
心
の
革
命
」
と
擁
護
。

　
　

8
． 

結
婚
の
際
の
夫
妻
の
姓
と
は
異
な
る
新
苗
字
創
出
の

ア
イ
デ
ア）
45
（

。

　

以
上
の
女
性
論
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
考
察
さ
れ
て
い
る

の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
同
書
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

　

福
沢
諭
吉
の
息
子
一
太
郎
が
「
男
尊
女
卑
」
の
陋
習
を
退
治

す
る
た
め
の
新
し
い
女
性
論
だ
と
考
え
る
福
沢
の
女
性
論
は
、

け
っ
し
て
新
し
い
男
女
平
等
を
求
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
安
川
の
福
沢
批
判
を
読
む
限
り
、
結
婚
す
る
と
き
の

「
新
苗
字
の
創
出
」
が
新
し
い
く
ら
い
で
、
全
体
と
し
て
福
沢
の

女
性
論
は
何
も
新
し
く
な
く
、
家
父
長
制
下
の
女
性
論
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
安
川
と
同
様
、
杉
田
聡
も
そ
の
著

『
天
は
人
の
下
に
人
を
造
る
「
福
沢
諭
吉
神
話
」
を
超
え
て
』
で
、

「
女
性
が
生
き
る
社
会
的
・
経
済
的
状
況
に
関
す
る
満
足
な
分
析

は
な
く
、「
従
属
」
の
意
味
も
何
ら
原
理
的
に
考
え
な
い
。『
女

大
学
』
を
評
論
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
い
は
男
女
の
平
等

を
主
張
す
る
抽
象
的
な
文
言
を
各
所
に
記
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

福
沢
が
女
性
解
放
論
者
に
な
る
の
で
は
な
い
）
46
（

」
と
、「
福
沢
神

話
」
を
解
体
し
て
み
せ
る
。
わ
た
し
も
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。

男
女
平
等
を
求
め
る
思
想
を
開
示
す
る
な
ら
、
当
時
の
身
近
な

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
鋭
く
批
判
し
、
実
践
す
る
し
か
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
福
沢
の
表
向
き
の
男
女
平
等
論
に
惑
わ
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。

儒
教
の
「
男
尊
女
卑
」

　

西
村
茂
樹
に
し
ろ
、
福
沢
諭
吉
に
し
ろ
、
彼
ら
が
捉
え
た
「
男

尊
女
卑
」
は
、
幕
藩
体
制
期
の
近
世
に
お
け
る
儒
教
の
「
男
尊

女
卑
」
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
儒
教
を
福
沢
は
中
国

の
儒
教
だ
と
い
う
。

　

で
は
、
日
本
の
近
世
の
儒
教
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た



三
二

だ
ろ
う
か
。
中
国
の
儒
教
と
日
本
の
儒
教
の
違
い
は
い
ろ
い
ろ

な
点
を
捉
え
て
挙
げ
ら
れ
る）
47
（

。
そ
こ
で
の
最
大
の
違
い
は
、「
三

年
の
喪
」
と
い
う
親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
行
う
服
喪
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
家
の
概
念
に
も
差
異
が
あ
る
。
そ
の
他
、「
日
本

儒
教
と
中
国
儒
教
の
差
を
言
い
出
せ
ば
、
き
り
が
な
い
ほ
ど
で

あ
る
）
48
（

」
と
い
わ
れ
る
が
、「
男
尊
女
卑
」
に
関
係
し
て
い
る
の

は
、
福
沢
が
批
判
し
た
貝
原
益
軒
の
『
女
大
学
』
で
あ
り
、
い

わ
ゆ
る
「
女
訓
書
」
を
も
っ
て
近
世
の
儒
教
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。

　

で
は
、
中
国
の
儒
教
に
お
い
て
、「
男
尊
女
卑
」
は
ど
の
よ
う

に
使
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
「
男
尊
女
卑
」
に
か

ん
し
て
は
、
中
国
仏
教
哲
学
を
専
門
と
す
る
潘ハ
ン

哲テ
ツ

毅キ

さ
ん
に
教

え
を
請
う
た
。「
男
尊
女
卑
」
が
最
初
に
み
ら
れ
る
の
は
『
易

経
』（
繫
辞
上
伝
）
で
あ
り
、「
天
尊
地
卑
、
乾
坤
定
矣
。
卑
高

以
陳
、
貴
賤
位
矣
。（
中
略
）
乾
道
成
男
、
坤
道
成
女
）
49
（

」
と
い
う

か
た
ち
で
登
場
す
る
。
天
が
乾
を
表
し
、
地
が
坤
を
表
し
、
天

が
男
と
な
り
、
地
が
女
と
な
る
。「
貴
賤
」
の
「
賤
」
は
「
い
や

し
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
と
き
の
意
味
は
、

男
と
女
の
違
い
を
い
う
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。『
易
経
』
と
は
、

も
と
も
と
「
儒
家
と
は
関
係
な
い
本
で
あ
っ
た
）
50
（

」
も
の
が
、
後

漢
時
代
に
な
り
、
本
文
の
解
釈
が
出
る
よ
う
に
な
り
「
経
学
」

と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
『
易
経
』
の
注
釈
と
し
て
『
周
易
集
説
』
が
あ
り
、
そ
の
な
か

に
は
「
男
尊
女
卑
」
が
何
回
も
登
場
し
、
例
え
ば
「
巻
一
七
」

に
出
て
く
る
「
然
天
尊
地
卑
男
尊
女
卑
一
定
而
不
可
易
故
又
曰

男
女
正
天
地
之
大
義
也
」
は
、
明
ら
か
に
「
男
が
尊
く
、
女
は

卑
し
い
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
列
子
『
天
瑞
』

に
は
「
男
女
之
別
男
尊
女
卑
故
以
男
為
貴
吾
既
得
為
男
矣
是
二

楽
也
」
の
こ
と
ば
が
あ
る
。
さ
ら
に
、『
孔
子
家
語
』
に
は
「
天

生
萬
物
唯
人
為
貴
吾
既
得
為
人
是
一
楽
也
男
女
之
別
男
尊
女
卑

故
人
以
男
為
貴
吾
既
得
為
男
是
二
楽
也
」（
巻
四
）
と
あ
る
。

　

中
国
の
儒
教
の
最
大
の
特
徴
は
、
孝
の
実
践
と
し
て
「
三
年

の
喪
」
が
い
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
「
養
老
令
」（
七

一
八
年
）
で
「
一
年
」、「
服
忌
令
」（
一
六
八
四
年
）
で
「
忌
五

〇
日
、
服
一
三
ヶ
月
」
と
い
い
、
中
国
で
は
穢
れ
を
い
わ
ず
、

喪
に
服
す
こ
と
の
み
を
い
う
。
日
本
は
死
穢
が
三
〇
日
と
さ
れ
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三

「
男
尊
女
卑
」
考

て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

　

男
と
女
に
関
係
す
る
と
い
え
ば
、「
孝
」
で
あ
る
。「
孝
」
は

親
子
関
係
に
い
わ
れ
る
が
、
父
子
関
係
が
基
本
で
あ
り
、
重
要

な
の
は
父
に
対
す
る
孝
で
あ
る
。「
母
子
は
生
物
的
関
係
な
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
の
み
で
は
人
間
の
尊
厳
性
は
得
ら
れ
な
い
。
父

子
関
係
は
そ
こ
に
さ
ら
に
制
度
的
規
範
性
が
加
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
）
51
（

」
と
す
れ
ば
、
父

と
母
の
存
在
価
値
に
違
い
が
あ
り
、
明
ら
か
に
母
へ
の
尊
厳
性

は
低
い
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
妻
が
夫
に
献
身
す
る
道
徳
と
し
て
の
「
貞
」
を
み
て

い
く
。

　
「
貞
節
」
の
こ
と
ば
は
、「
貞
」
が
未
婚
女
性
に
、「
節
」
が
既

婚
女
性
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ

女
性
が
男
性
に
服
従
す
る
こ
と
を
説
く
の
が
、「
貞
」
で
あ
る
。

そ
の
典
型
的
な
思
想
が
「
三
従
の
教
え
」
で
あ
る
。
女
性
は
生

ま
れ
て
か
ら
結
婚
す
る
ま
で
は
父
に
、
結
婚
後
は
夫
に
、
夫
が

亡
く
な
っ
て
か
ら
は
子
に
従
っ
て
生
き
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
父
は
子
ど
も
に
と
っ
て
天
で
あ
り
、
夫
は
妻
に
と
っ

て
天
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
服
従
す
る
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
女
性
に
求
め
ら
れ
る
も
の
に
、「
四
徳
」
が
あ
る
。

「
婦
徳
」「
婦
言
」「
婦
容
」「
婦
功
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
貞
淑
、

こ
と
ば
づ
か
い
の
心
得
、
し
な
や
か
な
振
る
舞
い
、
家
事
が
で

き
る
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
、
儒
教
で
は
「
貞
女
は
二
夫
を
な

ら
べ
ず
（
貞
女
両
夫
に
ま
み
え
ず
）」
と
し
て
、
再
婚
を
禁
じ

た
。
さ
ら
に
、
離
婚
は
「
七
去
」
と
い
わ
れ
、
義
父
母
に
逆
ら

う
、
子
を
産
め
な
い
、
淫
乱
、
嫉
妬
深
い
、
悪
病
が
あ
る
、
お

喋
り
で
あ
る
、
窃
盗
の
七
つ
の
理
由
で
離
婚
が
で
き
た）
52
（

。

　

こ
う
し
た
内
容
は
、
先
の
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
も

表
れ
て
い
る
。
男
性
が
尊
敬
や
尊
重
さ
れ
て
、
女
性
は
男
性
よ

り
も
下
に
み
ら
れ
、
尊
重
さ
れ
な
い
。
男
性
の
地
位
が
高
く
、

女
性
の
地
位
が
低
く
み
ら
れ
る
、
も
し
く
は
扱
わ
れ
る
こ
と
。

男
性
が
優
遇
さ
れ
て
、
女
性
が
男
性
よ
り
も
粗
末
に
扱
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
。
男
性
が
優
れ
て
い
て
、
女
性
は
劣
っ
て
い
る
と

意
識
な
い
し
認
識
し
て
い
る
。
学
生
は
、
ま
さ
に
儒
教
の
「
男

尊
女
卑
」
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
儒
教
の
「
男
尊
女
卑
」
は
「
貞
」
に
顕
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著
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
男
と
女
の
関
係
を
、
と
く
に
夫
と
妻
の

関
係
に
あ
て
は
め
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
近
代
の
男
女
の
関
係
は
、
儒
教
が
説
く

「
男
尊
女
卑
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
西
村
茂
樹
も
福

沢
諭
吉
も
近
世
と
は
異
な
る
と
し
た
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
拙
論
が
近
世
と
も
違
い
、
西
村
や

福
沢
も
説
か
な
か
っ
た
「
男
尊
女
卑
」
に
つ
い
て
一
考
す
る
所

以
で
あ
る
。

四　

家
族
制
度

家
族
は
同
姓
、
父
母
に
孝

　

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
の
『
民
法
』
で
定
め
ら
れ
た
次

の
条
は
、
家
族
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
家
制

度
」
の
根
幹
と
な
る
条
文
で
あ
る
。

　

戸
主
及
ヒ
家
族
ハ
其そ

の

家
ノ
氏う

じ

ヲ
稱
ス
（
第
七
百
四
十
六

絛
）

　

妻
ハ
婚
姻
ニ
因よ

リ
テ
夫
ノ
家
ニ
入
ル　

入
夫
及
ヒ
壻
養

子
ハ
妻
ノ
家
ニ
入
ル
（
第
七
百
八
十
八
絛
）

　

家
制
度
は
、
家
族
の
氏
を
ひ
と
つ
に
し
、
天
皇
家
を
除
く
す

べ
て
の
国
民
（
臣
民
）
に
氏
を
も
た
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

お
り
、『
民
法
』
は
国
家
権
力
の
発
動
、
発
起
に
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
ま
た
、『
民
法
』
に
先
だ
っ
て
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年

に
「
平
民
苗
字
許
可
令
」
に
よ
っ
て
、「
平
民
」
も
苗
字
を
も
つ

こ
と
が
許
さ
れ
た
。
ど
こ
ま
で
も
国
権
の
下
に
許
可
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
出
家
し
て
苗
字
を
捨
て
僧
名
で
生
き

て
い
た
僧
侶
も
苗
字
を
も
た
さ
れ
た
。
出
家
し
た
僧
侶
に
は
苗

字
は
い
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
僧
侶
に
対
し
、
一
八

七
二
（
明
治
五
）
年
の
太
政
官
布
告
は
「
自
今
僧
侶
肉
食
妻
帯

蓄
髪
等
可
為
勝
手
事
」
と
、
世
俗
化
を
奨
励
す
る
が
ご
と
く
に

妻
帯
を
認
め
た
。
隠
れ
て
妻
帯
し
て
い
た
僧
侶
も
い
た
の
で
隠

す
必
要
も
な
く
な
っ
た
反
面
、
妻
帯
せ
ず
に
出
家
し
て
い
た
僧

侶
に
は
不
名
誉
な
国
家
の
介
入
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
同



三
五

「
男
尊
女
卑
」
考

年
、「
自
今
僧
侶
苗
字
相
設
住
職
中
ノ
者
ハ
某
寺
住
職
某
氏
名
ト

可
相
称
事
」
と
し
て
、
新
設
の
苗
字
を
用
い
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
は
戸
籍
法
が
制
定
さ
れ
、
一
八

七
五
（
明
治
八
）
年
に
は
、「
平
民
苗
字
必
称
義
務
令
」
も
出
さ

れ
、
一
家
族
の
戸
籍
の
な
か
に
苗
字
を
同
じ
く
す
る
も
の
が
編

入
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
家
が
一
単
位

で
あ
る
こ
と
、
家
族
の
姓
が
同
一
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同

姓
に
す
る
か
否
か
の
経
緯
は
省
略
す
る
が
、
同
姓
を
名
の
る
家

族
制
度
が
儒
教
と
違
う
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
儒
教
は
「
同
姓

不
婚
」
を
原
則
と
し
て
い
る
。
日
本
で
は
そ
れ
ま
で
の
夫
婦
別

姓
が
一
掃
さ
れ
、
国
権
の
発
動
に
よ
っ
て
同
一
戸
籍
内
の
家
族

は
同
姓
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

近
代
日
本
の
家
制
度
に
基
づ
く
婚
姻
は
、「
妻
ハ
婚
姻
ニ
因よ

リ

テ
夫
ノ
家
ニ
入
ル
」
の
で
あ
る
か
ら
、
女
性
は
男
性
の
家
に
同

居
し
、
戸
籍
上
も
男
性
の
家
の
戸
籍
に
「
入
籍
」
し
、
苗
字
が

夫
の
家
の
姓
に
変
わ
る
。
婚
姻
＝
入
籍
が
正
し
か
っ
た
時
代
で

あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
妻
が
夫
の
家
に
入
る
だ
け
で
は
な

い
制
度
を
認
め
た
。
家
を
存
続
し
て
い
く
た
め
の
養
子
制
度
で

あ
る
。
男
性
が
夫
と
し
て
妻
の
家
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も

ま
た
「
入
籍
」
で
あ
る
。
民
俗
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
柳
田
國

男
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
彼
は
松
岡
國
男
か
ら
柳
田
家
の
養

嗣
子
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
男
性
の
姓
が
妻
の
家
の
姓
に
変

わ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
も
儒
教
に
則
っ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
血
脈
で
は
な
く
、「
家
」
と
い
う
か
た
ち
を
存
続
さ
せ
る
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
「
家
」
と
は
基
本
的
に
長
男
を
通
し
て
、

家
名
、
家
督
（
財
産
）、
職
業
、
祭
祀
権
（
家
の
墓
）
を
継
続
す

る
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
基
本
的
に
女
性
が
結
婚
し
て
男
子
を

産
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
男
子
が
い
な
い
家
は
養
嗣
子
制

度
に
よ
っ
て
継
続
で
き
た
。
こ
の
日
本
の
家
制
度
は
、
儒
教
か

ら
発
想
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

　

そ
れ
は
、
家
族
の
関
係
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。『
教
育
勅

語
』
の
「
父
母
ニ
孝
ニ
兄
弟
ニ
友
ニ
夫
婦
相
和
シ
」
は
、
父
母

に
孝
行
し
、
兄
弟
は
仲
良
く
、
夫
婦
は
と
も
に
和
や
か
に
あ
る

べ
き
だ
と
家
族
関
係
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
も
、

儒
教
と
異
な
る
の
は
、
親
子
関
係
で
あ
る
。
儒
教
で
譲
れ
な
い

と
さ
れ
る
「
三
年
の
喪
」
は
、
親
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
三
年
間
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喪
に
服
す
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、
親
に
対
す
る
孝
の
意
味
の
強

さ
が
あ
る
。「
父
子
の
道
は
天
性
で
あ
り
、
君
臣
の
義
で
あ
る
」

と
前
引
し
た
が
、「
儒
教
の
孝
の
思
想
に
お
い
て
父
と
母
を
比
較

し
た
場
合
、
特
に
重
要
な
の
は
父
に
対
す
る
孝
で
あ
る
）
53
（

」
と
い

う
こ
と
か
ら
、
三
年
も
喪
に
服
す
の
で
あ
る
。
日
本
の
「
孝
」

は
、
儒
教
の
よ
う
な
喪
に
服
す
と
い
う
「
孝
」
で
は
な
く
、
現

実
に
生
き
て
い
る
親
に
孝
を
尽
く
す
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か

れ
る
。
そ
の
孝
は
、
親
に
従
う
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
た
。
ま

た
、
従
う
な
か
で
の
大
き
な
比
重
を
示
す
の
が
、
結
婚
で
あ
る
。

階
層
が
上
に
い
く
ほ
ど
、
親
が
決
め
る
相
手
と
結
婚
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、「
家
」
の
釣
り
合
い
が
と
れ
た
結
婚
を
よ
し
と

し
、
家
と
家
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
『
教
育
勅
語
』
の
「
孝
」
に
、
な
ぜ
母
が
入
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
近
代
日
本
の
天
皇
制
の
な
か
の
皇
后
は
「
国
母
」

と
い
う
地
位
を
確
保
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
皇

は
「
国
父
」
で
あ
り
、
臣
民
は
「
赤
子
」
と
な
る
。
そ
の
赤
子

の
母
で
あ
る
か
ら
、
皇
后
の
存
在
を
意
図
的
に
表
し
た
と
い
え

よ
う
。
天
皇
家
に
似
せ
る
家
族
に
お
け
る
父
と
母
の
意
識
化
を

作
為
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
制
も
建
前
は
父
子
関
係

を
重
視
し
て
い
る
が
、
親
へ
の
「
孝
」
に
母
を
入
れ
た
と
こ
ろ

に
、
天
皇
制
の
「
孝
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

父
母
が
孝
の
対
象
と
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
後
述
す
る
が
、
父

母
の
夫
婦
関
係
が
対
等
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
大
日
本
帝
国
憲
法
』『
教
育
勅
語
』
の
制
定
に
続
く
『
民
法
』

制
定
に
よ
っ
て
、
結
婚
の
形
式
が
格
式
化
さ
れ
、
妻
の
位
置
の

低
さ
が
明
確
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
人
口
の
多
く
を
占
め
る

農
民
の
結
婚
は
な
れ
合
い
結
婚
が
ほ
と
ん
ど
だ
し
、
離
婚
も
多

か
っ
た
と
い
う
。
人
口
の
約
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
士
族

や
数
少
な
い
豪
農
や
地
主
だ
け
が
見
合
い
結
婚
を
し
て
い
た
が
、

そ
の
後
の
変
化
は
大
き
い
。
さ
ら
に
戸
主
の
地
位
、
相
続
な
ど

家
に
か
ん
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
が
つ
く
ら
れ
、
す
べ
て
の
「
国

民
」
に
伝
播
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
『
民
法
』
施
行
の
翌
年
（
一
八
九
九
年
）
に
は
「
高
等
女
学
校

令
」
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
学
校
数
と
生
徒
数
は
一
九
一
〇
（
明

治
四
三
）
年
で
一
九
三
校
、
五
万
三
七
二
人
が
学
ん
で
い
た
が
、

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
に
は
九
八
五
校
、
四
三
万
二
五
五
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三
人
が
学
ん
で
い
る
。
二
六
年
間
で
八
倍
以
上
の
生
徒
数
が
増

え
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
数
は
け
っ
し
て
多
数
派
で

は
な
い
。
そ
の
女
学
校
で
は
、「
家
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
女
性
の

生
き
方
」
が
教
え
ら
れ
、
そ
の
実
践
を
伴
っ
た
生
活
、
つ
ま
り

結
婚
す
る
こ
と
、
婚
家
先
で
の
良
妻
賢
母
と
し
て
の
生
活
が
目

的
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
女
学

校
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
社
会
層
の
女
性
に
も
伝
わ
っ
て
い

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
天
皇
制
国
家
に
生
き
る
国
民
（
臣

民
）
と
し
て
の
自
覚
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
夫
婦
相
和
シ
」

　
「
和
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
日
本
、
日
本
人
に
と
っ
て
プ
ラ
ス

と
も
マ
イ
ナ
ス
と
も
な
っ
て
き
た
言
説
で
あ
り
、
近
代
日
本
に

至
っ
て
も
、
そ
の
言
説
は
政
治
に
遺
憾
な
く
大
き
な
影
響
力
を

発
揮
し
て
い
る
。
そ
の
端
的
な
例
が
夫
婦
の
関
係
を
表
し
て
い

る
『
教
育
勅
語
』
の
「
夫
婦
相
和
シ
」
で
あ
る
。
学
生
に
聞
く

と
、「
和
」
は
「
対
等
」
の
関
係
を
意
味
す
る
と
い
う
。「
平
和
」

と
か
「
調
和
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
発
想
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、「
和
」
は
け
っ
し
て
「
対
等
」
で
は
な
い
。
上
下
関
係

が
明
確
に
あ
り
、
夫
が
上
、
妻
が
下
で
あ
る
。
夫
婦
の
関
係
を

明
確
に
示
す
の
は
、
明
治
民
法
の
家
族
法
で
あ
る
。
女
性
は
結

婚
す
る
と
法
的
に
無
能
力
者
と
さ
れ
た
。
一
八
九
一
（
明
治
二

四
）
年
、『
教
育
勅
語
』
を
解
説
し
た
『
教
育
勅
語
衍
義
』
の

「
夫
婦
相
和
シ
」
の
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

夫
は
、
妻
に
対
し
、
礼
儀
を
正
し
く
し
て
、
親
愛
の
情

を
深
く
し
、
よ
く
己
の
職
業
を
励
み
て
、
一
家
の
繁
栄
を

謀
る
べ
し
。
妻
は
、
夫
に
対
し
、
敬
順
の
道
を
守
り
、
親

愛
の
心
を
厚
く
し
て
、
よ
く
一
家
を
斎
う
べ
し
。（
現
代
仮

名
づ
か
い
と
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
に
変
え
た
）

　

夫
は
妻
に
対
し
て
「
礼
儀
を
正
し
く
し
て
、
親
愛
の
情
を
深

く
し
」、
一
家
の
大
黒
柱
と
し
て
妻
子
を
養
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
妻
は
「
敬
順
の
道
を
守
り
、
親
愛
の
心

を
厚
く
」
し
、「
一
家
を
斎
う
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。「
一
家

を
斎
う
」
と
は
家
事
一
般
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
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す
る
の
は
、「
親
愛
」
の
情
・
心
で
あ
る
が
、
妻
か
ら
夫
へ
は

「
敬
順
の
道
を
守
」
る
こ
と
を
い
う
。
妻
は
夫
を
敬
い
順
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
順
う
と
は
夫
に
逆
ら
わ
な
い
、
夫
の
意

の
ま
ま
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
漢
字
と
し
て
「
従
う
」
が
わ
か

り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
順
う
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
従
う
側
が
「
わ
た
し
」
を
捨
て
る
（
滅
私
・

無
私
）
こ
と
で
で
き
る
の
で
あ
る
。
無
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。「
わ
た
し
」
の
考
え
と
違
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
相
手
に

あ
わ
す
こ
と
が
従
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
わ
た
し
の
考

え
を
も
た
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
た
と
え
考
え
を
も
っ
て

い
て
も
「
出
さ
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
夫
婦
に
求
め
ら
れ
た
役
割
は
け
っ
し
て
対
等
で

は
な
い
。「
和
」
と
は
対
等
の
関
係
で
は
な
く
、
上
下
関
係
を
み

え
な
く
す
る
虚
語
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
そ
の
虚
語

だ
か
ら
上
に
対
し
て
逆
ら
わ
ず
従
う
こ
と
が
成
立
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
従
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
『
教
育
勅
語
』
は
、
従

っ
て
儒
教
そ
の
も
の
の
思
想
で
は
な
い
。
儒
教
に
は
相
手
を
「
糺

す
」
思
想
が
入
っ
て
い
る
。「
臣
下
が
皇
帝
を
教
導
し
た
り
。
諫

め
た
り
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
も
、
儒
教
の
特
色
な
の
で
あ
る
）
54
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」

と
い
わ
れ
る
皇
帝
と
臣
下
の
関
係
と
同
様
、
夫
婦
関
係
は
よ
り

教
え
合
っ
た
り
、
糺
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。『
教

育
勅
語
』
の
「
夫
婦
相
和
シ
」
と
は
、
天
皇
と
臣
民
の
関
係
に

相
似
さ
せ
対
等
で
は
な
い
夫
婦
関
係
を
説
く
の
で
あ
る
。

　
「
嫁
を
も
ら
う
」
と
い
う
こ
と
ば
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
妻

は
夫
の
下
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
男
性
に
と
っ
て
の
妻
は

「
嫁
」
で
あ
り
、「
も
ら
う
」
存
在
で
あ
っ
た
。「
も
ら
う
」
と

は
、
人
間
に
は
使
わ
な
い
。「
モ
ノ
」
を
扱
う
と
き
に
使
用
す

る
。「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
も
ら
う
」「
マ
フ
ラ
ー
を
も
ら
う
」
な

ど
の
使
い
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
う
し
た
使
い
方
は
妻
の
人

格
を
無
視
し
、
子
ど
も
を
産
む
こ
と
と
家
内
の
働
き
手
と
し
て

の
役
割
が
求
め
ら
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
、
当
時
の
厚
生
労
働
大

臣
が
、
女
性
の
こ
と
を
「
産
む
機
械
」
と
発
言
し
た
が
、
そ
れ

は
ま
さ
に
近
代
に
求
め
ら
れ
た
旧
態
依
然
と
し
た
「
妻
」
へ
の

意
識
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
妻
に
の
み
姦
通
罪
が
適
用
さ
れ
、

財
産
管
理
能
力
も
な
い
者
と
さ
れ
た
。
親
権
も
父
の
み
に
適
用

さ
れ
、「
妾
」
が
公
認
さ
れ
て
い
た
。
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
夫
と
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妻
が
対
等
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
上
位
と
下
位
が
明
確
で
あ

っ
て
「
相
和
ス
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
和
」
は
、
下
位

の
者
が
上
位
に
服
従
す
る
意
味
で
し
か
な
い
。
服
従
は
下
位
の

者
の
意
志
が
無
視
さ
れ
る
か
ら
、
上
位
の
者
の
思
う
よ
う
に
な

り
、
何
事
も
問
題
が
お
こ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
平
和
」
で

あ
り
、「
調
和
」
が
と
れ
て
い
る
と
い
う
擬
態
を
演
出
す
る
。

　

そ
の
「
夫
婦
相
和
ス
」
を
現
代
風
に
い
う
な
ら
、「
夫
婦
一

体
」
で
あ
る
。「
一
体
」
と
い
う
こ
と
ば
も
対
等
で
あ
る
か
の
よ

う
に
騙
さ
れ
や
す
い
こ
と
ば
で
あ
る
。
学
生
も
「
夫
婦
一
体
が

い
い
し
、
そ
う
い
う
夫
婦
を
め
ざ
し
た
い
」
な
ど
と
い
う
が
、

上
述
し
た
「
和
」
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
植
民
地

下
の
朝
鮮
に
対
し
て
「
内
鮮
一
体
」
と
い
い
、
天
皇
と
臣
民
の

関
係
も
「
君
民
一
体
」
と
ご
ま
か
し
て
き
た
。「
国
体
」
の
最
終

目
的
で
あ
る
国
家
こ
そ
大
ウ
ソ
の
「
君
民
一
体
の
一
大
家
族
国

家
）
55
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」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

夫
婦
関
係
は
、
儒
教
の
「
男
尊
女
卑
」
そ
の
も
の
と
は
い
え

な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
の
場
合
、
女
が
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
た

か
を
分
析
す
る
と
、「
男
尊
女
卑
」
だ
け
で
は
い
い
表
せ
な
い
点

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
日
本
の
「
男
尊
女
卑
」
を
理
解
す
る
た
め
に
は
尊
卑
、

上
下
、
主
従
、
優
劣
以
上
に
何
を
必
要
と
す
る
の
か
。
そ
れ
が

「
浄
穢
」
の
存
在
、「
浄
穢
」
の
思
想
で
あ
り
、
拙
論
の
論
考
の

決
着
と
な
る
の
で
あ
る
。

五　

浄
穢
思
想

　

浄
穢
思
想
に
関
連
す
る
「
穢
れ
」「
女
人
禁
制
」
の
項
目
を
下

記
に
掲
げ
る
。
な
お
、「
穢
れ
」「
女
人
禁
制
」
に
つ
い
て
、
わ

た
し
は
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
書
い
て
き
た
。
文
末

の
参
考
文
献
に
そ
れ
ら
に
か
ん
す
る
わ
た
し
の
書
籍
・
論
文
を

掲
げ
た
の
で
、
参
照
し
て
ほ
し
い
。

穢
れ

　

日
本
の
穢
れ
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
は
、
大
き
く
三
つ
あ

る
。「
死
・
月
経
・
出
産
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
生
・
女
」
の

対
極
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
宮
廷
儀
礼
と
深
く
結
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び
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、「
死
」
は
部
落
差
別
と
も
深
く
か
か
わ

っ
て
き
た
。
月
経
・
出
産
は
、
穢
れ
の
期
間
が
設
定
さ
れ
、『
延

喜
式
』
に
は
「
穢
悪
の
事
に
触
れ
忌
む
べ
き
は
、
人
の
死
は
卅

日
に
限
り
、
産
は
七
日
」「
宮
女
懐
妊
せ
ば
、
散
斎
の
日
の
前
に

退
出
す
。
月
事
有
ら
ば
、
祭
日
の
前
に
宿
廬
に
退
下
し
、
殿
に

上
る
こ
と
を
得
ず
」（
巻
三　

神
祇
三　

臨
時
祭
条
）
と
定
め
、

死
（
六
畜
を
含
む
）
と
月
経
中
の
女
性
、
出
産
す
る
女
性
を
忌

避
し
、
宮
廷
か
ら
排
除
し
た
。
穢
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
を
宮
廷

か
ら
外
に
出
す
こ
と
で
、「
穢
れ
」
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
理
屈
で

あ
る
。
穢
れ
は
、
忌
む
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
女
性
の
穢
れ
は
、
平
安
仏
教
（
比
叡
山
・
高
野
山
）

や
修
験
道
の
山
を
「
女
人
禁
制
」
の
理
由
と
し
た
。
ま
た
、
女

性
が
土
俵
上
、
祇
園
祭
の
鉾
の
上
、
だ
ん
じ
り
の
上
、
ト
ン
ネ

ル
内
な
ど
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
も
、
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
い

る
。「
神
聖
」
と
定
め
ら
れ
た
場
に
女
性
は
登
る
こ
と
、
上
が
る

こ
と
、
入
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
月
経
・
出
産
の
期
限

の
あ
る
穢
れ
が
、
そ
こ
で
は
期
限
な
し
の
穢
れ
と
な
り
、
女
性

そ
の
も
の
が
い
つ
で
も
穢
れ
た
存
在
と
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　

そ
う
し
た
歴
史
は
近
代
ま
で
続
い
た
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）

年
、
太
政
官
布
告
は
「
自
今
産
穢
不
及
憚
候
」
と
定
め
た
。
し

か
し
、
産
は
穢
れ
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
宮
廷
儀
礼
や
神
聖
な

場
に
参
画
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。「
は
ば
か
り
」
と
し

て
残
存
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

国
家
が
布
告
ま
で
出
し
た
が
、
実
態
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。

産
穢
と
な
ら
ぶ
月
経
の
穢
れ
に
つ
い
て
も
改
善
ど
こ
ろ
か
厳
し

い
陋
習
が
存
在
す
る
の
が
天
皇
家
で
あ
っ
た
。「
月
経
の
管
理
と

忌
服
は
き
び
し
く
な
さ
れ
、
そ
の
期
間
は
仕
事
を
は
ず
さ
れ
た
）
56
（

」

の
が
、
現
実
の
宮
中
だ
っ
た
。

　

そ
の
宮
中
三
殿
の
ひ
と
つ
賢
所
に
五
七
年
間
（
一
九
四
三
〜

二
〇
〇
一
）、
内
掌
典
と
し
て
勤
め
た
髙
谷
朝
子
が
語
る
。
内
掌

典
と
は
、
宮
中
祭
祀
を
司
る
部
局
の
掌
典
長
、
掌
典
次
長
、
掌

典
、
内
掌
典
、
掌
典
補
、
事
務
官
と
い
う
掌
天
職
の
ひ
と
つ
を

い
い
、
宮
中
祭
祀
を
担
う
職
で
あ
る
。
賢
所
は
殊
に
清
浄
で
あ

る
場
所
と
さ
れ
、
浄
穢
観
を
厳
し
く
い
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
賢
所
の
存
在
を
意
味
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
。
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「
男
尊
女
卑
」
考

　

清
浄
で
な
い
こ
と
を
賢
所
で
は
「
次
」
と
申
し
ま
す
。

（
中
略
）
清
浄
な
こ
と
を
「
清
」
と
し
、（
中
略
）「
ま
け

（
月
経
―
筆
者
註
）」
は
最
も
穢
れ
に
て
、
御
用
は
ご
遠
慮

申
し
上
げ
ま
す
。（
中
略
）「
ま
け
」
ま
し
た
か
ら
八
日
目

で
中
清
（
常
態
―
筆
者
註
）
に
な
り
、
御
殿
御
外
陣
で
の

御
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
三
日
後
の
十
一
日

目
か
ら
は
大
清
（
も
っ
と
も
清
い
衣
服
―
筆
者
註
）
を
着

て
、
御
内
陣
の
御
用
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す）
57
（

。

　

月
経
の
穢
れ
を
最
大
の
穢
れ
と
し
て
、
そ
の
間
は
仕
事
を
休

む
こ
と
に
な
る
。
髙
谷
が
語
る
な
か
に
産
穢
は
出
て
こ
な
い
が
、

そ
れ
は
彼
女
自
身
が
妊
娠
し
な
か
っ
た
こ
と
、
彼
女
の
周
囲
に

も
妊
娠
を
す
る
女
性
が
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に

死
穢
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「（
身
内
の
）
死

去
の
報
せ
を
受
け
た
時
に
は
、
そ
の
時
か
ら
「
穢
れ
」
と
な
り
、

賢
所
の
中
を
動
き
回
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ず
、
畳
を
穢
さ
な
い

た
め
に
新
聞
紙
な
ど
を
敷
い
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
上
を
歩
い
て

お
玄
関
に
近
い
場
所
ま
で
行
き
ま
す
）
58
（

」
と
。
髙
谷
が
務
め
た
期

間
は
、
戦
後
の
ほ
う
が
長
い
が
、
戦
前
は
よ
り
穢
れ
意
識
と
そ

の
た
め
の
作
法
が
多
く
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

　

穢
れ
を
最
大
の
忌
み
と
し
た
天
皇
家
は
、
宮
中
祭
祀
が
行
わ

れ
る
場
、
宮
中
祭
祀
を
行
う
神
（
天
皇
）
を
清
浄
な
存
在
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。「
現
人
神
」
で
あ
っ
た
天
皇
は
、
ま
さ
に
「
浄
」

そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
穢
に
つ
い
て
は
、
も
ち

ろ
ん
男
性
に
も
適
用
さ
れ
た
だ
ろ
う
が
、
月
経
と
な
る
女
性
は

毎
月
そ
の
任
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
髙
谷
朝
子
の
語
り
を

読
む
と
、
そ
の
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た

こ
と
が
伺
え
る
。

　

産
穢
に
つ
い
て
は
、
与
謝
野
晶
子
が
「
産
屋
物
語
」
で
、
産

む
性
で
あ
る
こ
と
の
恨
み
辛
み
を
述
べ
て
い
る
。

　

雛ひ
な

の
節
句
の
晩
に
男
の
子
を
挙
げ
て
ま
だ
産
屋
に
籠こ
も

っ

て
い
る
私
は
医
師
か
ら
筆
執
る
事
も
物
を
読
む
事
も
許
さ

れ
て
お
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
私
は
産
の
気け

が
附
い
て
劇は
げ

し

い
陣
痛
の
襲
う
て
来
る
度
に
、
そ
の
時
の
感
情
を
偽
ら
ず
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に
申
せ
ば
、
例い
つ

も
男
が
憎
い
気
が
致
し
ま
す
。
妻
が
こ
れ

位
苦
し
ん
で
生
し
よ
う

死じ

の
境
に
膏
あ
ぶ
ら

汗あ
せ

を
か
い
て
、
全
身
の
骨
と

い
う
骨
が
砕
け
る
ほ
ど
の
思
い
で
呻う
め

い
て
い
る
の
に
、
良お
つ
と人

は
何
の
役
に
も
助た
す
け成
に
も
な
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
中
略
）
命
掛
の
場
合
に
ど
う
し
て
も
真
の
味
方
に
な
れ
ぬ

と
い
う
男
は
、
無
始
の
世
か
ら
定
さ
だ
ま

っ
た
女
の
仇か
た
きで
は
な
い

か
）
59
（

。

　

男
を
「
女
の
仇
」
と
し
た
与
謝
野
晶
子
も
出
産
す
る
と
き
、

疑
い
も
な
く
産
屋
に
入
っ
て
い
る
。
穢
れ
で
入
る
と
は
書
い
て

い
な
い
が
、
当
時
、
出
産
は
産
屋
で
と
い
う
世
間
に
生
き
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
産
屋
は
月
経
小
屋
を
兼
ね
る
と
こ
ろ
も
あ

り
、
月
経
も
出
産
も
血
を
伴
う
こ
と
で
、
血
穢
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
。
別
小
屋
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
食
事
を
つ
く
る
火

を
家
族
と
別
に
し
（
別
火
）、
食
器
も
別
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

（
別
器
）。
近
代
の
日
本
で
は
政
府
の
「
意
向
」
と
は
ほ
ど
遠
い

現
実
が
日
常
化
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
女
性
も
内
面
化
し
て
い

た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
与
謝
野
晶
子
は
「
児
を
産
む
か
ら
穢
け
が
ら

わ
し
い
、
戦い
く
さ争
に
出
る
か
ら
尊
い
と
い
う
よ
う
な
偏へ
ん

頗ぱ

な
考
を

男
も
女
も
持
た
ぬ
よ
う
に
致
し
た
い
と
存
じ
ま
す
）
60
（

」
と
い
う
批

判
を
行
っ
て
い
る
。
穢
れ
意
識
な
ど
通
用
し
な
い
理
性
が
あ
っ

た
が
、
産
屋
で
産
む
と
い
う
世
間
の
常
識
を
越
え
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
儒
教
が
穢
れ
を
い
わ
な
い
こ
と
は
非
常

に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
葬
礼
も
祭
礼
も
儒
教
に
お
い
て

は
き
ち
ん
と
行
わ
れ
る
が
、
死
に
か
ん
し
て
も
「
哀
し
み
の
情

を
節
す
る
期
間
だ
け
あ
っ
て
、
け
が
れ
の
事
を
聞
か
な
い
）
61
（

」
と

い
う
。
儒
教
で
い
わ
な
い
穢
れ
を
日
本
は
強
力
に
取
り
入
れ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
天
皇
の
「
権
威
」
と
深
く
関
係
し

て
お
り
、「
男
尊
女
卑
」
に
浄
穢
を
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
が
あ
る
。

「
女
人
禁
制
」

　
「
女
人
禁
制
」
と
は
、
女
性
を
穢
れ
と
し
て
忌
避
し
、
浄
な
る

領
域
か
ら
排
除
・
排
斥
す
る
具
象
で
あ
る
。
ま
た
、「
女
人
結

界
」
と
も
い
う
。
現
在
も
「
女
人
禁
制
」
で
あ
る
奈
良
県
の
「
大
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「
男
尊
女
卑
」
考

峰
山
」（
正
式
に
は
山
上
ヶ
岳
）
は
、「
女
人
結
界
」
を
定
め
る

「
女
人
禁
制
」
の
山
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
山
を
中
国
や
韓
国
に

み
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
、
儒
教
の
こ
と
を
尋
ね
た
潘
哲

毅
さ
ん
、
韓
国
で
日
本
の
「
大
峰
山
」
を
研
究
発
表
し
た
慶
尚

大
学
校
の
慶
南
文
化
院
Ｈ
Ｋ
研
究
教
授
の
禹
正
美
さ
ん
も
自
国

に
「
女
人
禁
制
」
の
山
を
知
ら
な
い
と
語
る
。
つ
ま
り
、
穢
れ

は
、
儒
教
と
の
関
係
が
薄
い
こ
と
を
示
す
。
日
本
の
「
女
人
禁

制
」
は
、
日
本
独
自
の
思
想
お
よ
び
宗
教
的
装
い
を
も
っ
て
社

会
（
天
皇
制
）
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
女
人
禁
制
」
は
領
域
だ
け
で
は
な
く
、
職
業
、
地
位
な
ど
に

つ
い
て
も
定
め
た
。
近
代
に
お
け
る
最
大
の
地
位
と
し
て
女
性

が
排
除
さ
れ
た
の
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
「
天
皇
」
で
あ
る
。

万
世
一
系
の
「
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
」
と
い
う
制
度
を
定

め
、
女
性
が
天
皇
に
即
位
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
後

の
象
徴
天
皇
制
に
な
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
い

る
。
近
代
以
降
の
天
皇
は
、
男
性
の
「
血
統
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
男
系
の
「
万
世
一
系
」
と
は
ま
さ
に
儒
教
の
亜
流
、
日

本
的
受
容
と
し
か
評
価
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
女
性
天

皇
の
歴
史
を
「
男
系
ノ
男
子
」
と
定
め
た
政
治
的
な
理
由
、
そ

れ
は
そ
の
ま
ま
日
本
近
代
社
会
の
民
度
と
な
る
が
、
そ
う
し
た

受
容
を
世
界
史
の
構
造
か
ら
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
い
い

の
か
と
い
う
問
題
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
領
域
か
ら
の
排
除
は
、
近
代
に
な
っ
て
開
放

さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年

に
政
府
が
出
し
た
太
政
官
布
告
（
第
九
八
号
）「
神
社
仏
閣
女
人

結
界
ノ
場
所
ヲ
廃
シ
登
山
参
詣
随
意
ト
ス
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
ち
早
く
国
家
に
従
い
開
放
し
た
の
は
、
比
叡
山
で

あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
京
都
で
開
催
さ
れ
る
万
国
博
覧
会
が
あ

っ
た
。
布
告
か
ら
一
ヵ
月
で
開
放
し
た
の
で
あ
る
。
平
安
時
代

か
ら
「
女
人
禁
制
」
を
守
り
通
し
た
比
叡
山
が
あ
っ
け
な
く
と

い
う
か
、
あ
っ
と
い
う
間
に
開
放
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
政
府
の
仏
教
政
策
で
あ
る
「
神
仏
分
離
令
」
や
廃
仏
毀
釈

へ
の
危
機
感
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
に
従
順
な
日
本
仏
教

の
体
制
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
い
る
。
比
叡
山
に
続
き
、
高
野

山
も
「
女
人
禁
制
」
を
解
く
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
修
験
道
は
一
八
七
二
年
の
「
修
験
道
廃
止
令
」
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
民
衆
の
霊
山
登
山
は
廃
れ
る
こ
と
も
な
く
、
戦

後
も
修
験
教
団
と
し
て
独
立
し
て
い
く
。
そ
れ
で
も
修
験
道
の

「
女
人
禁
制
」
も
徐
々
に
解
か
れ
、
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
、「
大

峰
山
」
と
後
山
（
岡
山
県
）
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
女
人
禁
制
」
が
現
在
に
至
る
ま
で
残
存
し
て

い
る
理
由
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
「
儒
教
の
男
尊
女
卑
」
だ
け

で
は
了
解
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、
女
性
を
「
穢
れ
」
と
す
る

思
想
が
そ
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
近
代
日
本

の
「
女
性
史
」
の
も
っ
と
も
厄
介
な
社
会
意
識
と
い
う
ほ
か
な

い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
職
業
上
も
女
性
が
排
除
さ
れ
た
。
酒
造
り
や
板
前

や
タ
タ
ラ
製
鉄
な
ど
で
あ
る
。
酒
や
和
食
や
タ
タ
ラ
を
造
る
場

を
「
神
聖
な
場
」
と
定
め
、
穢
れ
た
女
性
を
入
れ
な
い
と
い
う

理
由
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
「
女
人
禁
制
」
が
、
時
代
社
会
の
変
化
と
と
も
に

徐
々
に
解
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
今
な
お
「
女
人

禁
制
」
を
保
っ
て
い
る
「
大
峰
山
」
な
ど
は
、
そ
の
根
拠
が
い

か
に
曖
昧
で
あ
る
か
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
根

底
に
あ
る
女
性
の
穢
れ
を
俎
上
に
し
た
宗
教
的
論
拠
を
ま
ず
「
大

峰
山
」
自
身
が
覚
め
、
改
め
て
い
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

日
本
の
女
性
差
別
を
表
す
簡
易
な
こ
と
ば
と
し
て
あ
る
「
男

尊
女
卑
」
に
違
和
感
を
感
じ
て
き
た
わ
た
し
は
、
そ
の
違
和
感

を
除
去
す
る
た
め
に
「
男
尊
女
卑
」
を
以
上
の
よ
う
な
論
拠
や

思
想
で
考
え
て
き
た
。
ま
た
拙
論
で
は
、
日
本
の
宗
教
を
学
ん

で
き
た
こ
と
も
お
お
い
に
関
係
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教

は
救
い
を
説
く
と
同
時
に
、「
神
聖
な
場
」
と
そ
う
で
は
な
い

「
場
」、
非
日
常
と
日
常
と
い
う
領
域
を
創
っ
て
自
ら
の
立
場
を

つ
く
り
出
し
、
そ
し
て
、「
神
聖
な
場
」
と
の
境
界
を
定
め
、
そ

こ
を
修
行
の
場
や
儀
礼
の
場
と
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
多
く

の
宗
教
が
、
そ
の
神
聖
な
場
に
男
女
が
と
も
に
い
る
こ
と
を
拒

否
し
た
。
男
性
が
中
心
に
な
り
、
女
性
を
排
除
・
排
斥
す
る
こ

と
を
常
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
世
界
宗
教
と
い
わ
れ
る
キ
リ

ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
に
も
存
在
す
る
事
実
で
あ
る
。

　

か
つ
て
仏
教
が
女
性
を
排
除
す
る
理
由
は
女
人
五
障
、
穢
れ
、
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三
従
の
教
え
で
あ
っ
た
。
女
人
五
障
は
仏
教
特
有
で
あ
る
が
、

穢
れ
は
他
の
宗
教
で
も
い
わ
れ
る
。
三
従
の
教
え
は
儒
教
に
説

か
れ
る
。
女
性
が
男
性
に
従
い
、「
男
尊
女
卑
」
の
考
え
に
沿

う
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
能
力
や
学
力
さ
え
劣
る
理
由
と
も
な
っ

た
。
同
じ
よ
う
に
、
穢
れ
も
女
性
が
男
性
よ
り
能
力
や
学
力
が

劣
っ
て
い
る
理
由
に
さ
れ
た
。
と
く
に
近
代
に
も
穢
れ
と
し
て

残
っ
た
月
経
や
出
産
に
よ
る
血
の
穢
れ
は
、
教
育
論
や
衛
生
論

を
通
し
て
女
性
に
教
化
さ
れ
た
。
政
府
は
太
政
官
布
告
に
よ
っ

て
産
の
穢
れ
は
な
い
と
し
た
が
、
民
衆
は
払
拭
で
き
な
か
っ
た

ば
か
り
か
、
戦
後
も
そ
の
穢
れ
意
識
を
引
き
継
い
で
い
る
。
ま

た
、
そ
の
血
の
穢
れ
を
厳
守
し
た
と
こ
ろ
こ
そ
天
皇
家
（
天
皇

制
）
で
あ
る
。

　

拙
論
の
最
初
に
提
示
し
た
学
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
穢
れ

の
問
題
を
一
人
し
か
記
し
て
い
な
か
っ
た
。「
女
の
人
は
土
俵
に

上
が
れ
な
い
、
女
の
穢
れ
」
と
書
き
、
関
連
す
る
回
答
に
「
平

安
時
代
以
前
に
女
は
子
ど
も
を
産
む
と
き
出
る
血
が
け
が
ら
わ

し
い
と
さ
れ
て
き
た
」
と
記
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
何
度
も
書

く
こ
と
に
な
る
が
、「
男
尊
女
卑
」
に
「
穢
れ
」
の
問
題
を
付
加

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
も
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
、
天
皇
制
、
部
落
問
題
な
ど
と
根
底
を
同
じ
く
す

る
非
人
権
的
な
差
別
構
造
と
通
底
し
た
差
別
の
思
想
と
も
結
び

つ
い
た
女
性
差
別
の
問
題
が
歴
史
を
通
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、「
穢
れ
」
を
付
加
し
た
「
男
尊
女
卑
」
の
現
実
を
政

治
、
経
済
、
文
化
、
そ
し
て
教
育
な
ど
す
べ
て
の
分
野
に
お
い

て
、
今
後
さ
ら
に
分
析
し
糺
し
て
い
く
こ
と
を
再
認
識
す
る
次

第
で
あ
る
。

註（
1
） 

舟
橋
邦
子
『
知
っ
て
い
ま
す
か
？　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
権
一
問

一
答
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
頁
）

（
2
） 

酒
井
順
子
『
儒
教
と
負
け
犬
』
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
六

頁

（
3
） 

天
野
正
子
『
老
い
へ
の
ま
な
ざ
し
』
平
凡
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二

〇
〇
六
年
、
七
三
頁

（
4
） 

総
合
女
性
史
研
究
会
編
『
時
代
を
生
き
た
女
た
ち
』
朝
日
新
聞

出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
八
七
頁
。
脱
稿
後
、「
男
尊
女
卑
」
の
こ

と
ば
を
み
つ
け
た
著
作
も
あ
る
が
、
追
加
で
き
な
か
っ
た
こ
と

を
お
こ
と
わ
り
す
る
。
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（
5
） 

一
八
八
九
年
、
滋
賀
県
生
ま
れ
の
明
石
順
三
は
、
一
九
〇
八
年

ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
再
臨
の
思
想
を
信
仰
の
中
心
に
お
く
ワ
ッ

チ
タ
ワ
ー
の
教
義
に
出
会
う
。
ワ
ッ
チ
タ
ワ
ー
で
は
牧
師
を
つ

く
ら
ず
、
洗
礼
を
受
け
た
も
の
を
「
エ
ホ
バ
の
証
人
」「
エ
ホ
バ

の
証
者
」
と
し
た
。
一
九
二
六
年
、
ワ
ッ
チ
タ
ワ
ー
の
日
本
支

部
を
つ
く
る
た
め
に
帰
国
、
神
戸
で
灯
台
社
を
始
め
る
。
も
っ

と
も
注
目
で
き
る
の
は
、
日
本
の
戦
争
の
時
代
に
〝
兵
役
拒
否
〞

を
貫
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
天
皇

制
に
従
う
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
稲
垣
真
美
『
兵
役
を
拒
否
し

た
日
本
人
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
二
年
参
照

（
6
） 

小
倉
紀
蔵
『
入
門
朱
子
学
と
陽
明
学
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一

二
年
、
一
五
頁

（
7
） 

註（
6
）
に
同
じ
、
三
二
〜
三
五
頁
（
以
下
、
本
文
中
の
引
用
者

の
敬
称
を
略
す
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
す
る
。）

（
8
） 

註（
6
）
に
同
じ
、
九
六
頁

（
9
） 

小
倉
紀
蔵
『
朱
子
学
化
す
る
近
代
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
三
年
、

二
六
二
〜
二
六
三
頁

（
10
） 

註（
9
）
に
同
じ
、
二
六
五
〜
二
六
六
頁

（
11
） 

丸
山
真
男
『
日
本
の
思
想
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
一
年
、
二
九

〜
三
〇
頁

（
12
） 

土
田
健
次
郎
『
儒
教
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、

二
〇
頁

（
13
） 

註（
6
）
に
同
じ
、
三
五
頁

（
14
） 

註（
6
）
に
同
じ
、
三
五
頁

（
15
） 

註（
6
）
に
同
じ
、
三
七
頁

（
16
） 

註（
9
）
に
同
じ
、
六
〇
頁

（
17
） 

西
村
茂
樹
「
日
本
道
徳
論
」『
西
村
茂
樹
全
集
』
第
1
巻 

著
作

1
、
日
本
弘
道
会
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
六
頁

（
18
） 

註（
17
）
に
同
じ
、
一
一
七
頁

（
19
） 

註（
17
）
に
同
じ
、
一
二
一
頁

（
20
） 

註（
17
）
に
同
じ
、
一
三
八
頁

（
21
） 

註（
17
）
に
同
じ
、
一
三
九
頁

（
22
） 

安
川
寿
之
輔
『
福
沢
諭
吉
の
教
育
論
と
女
性
論
』
高
文
研
、
二

〇
一
三
年
、
二
一
頁

（
23
） 『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
6
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
四
六

三
頁

（
24
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
四
六
九
頁

（
25
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
四
六
九
頁

（
26
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
四
八
四
頁

（
27
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
〇
一
頁

（
28
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
〇
二
頁

（
29
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
〇
三
頁

（
30
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
二
二
頁

（
31
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
五
頁

（
32
） 
註（
23
）
に
同
じ
、
二
六
四
頁

（
33
） 
註（
23
）
に
同
じ
、
二
六
三
頁
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（
34
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
五
四
頁

（
35
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
五
四
頁

（
36
） 
註（
23
）
に
同
じ
、
五
七
四
頁

（
37
） 
註（
23
）
に
同
じ
、
五
九
一
頁

（
38
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
九
七
頁

（
39
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
五
九
七
頁

（
40
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
六
〇
二
頁

（
41
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
六
二
〇
頁

（
42
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
六
二
二
頁

（
43
） 『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
11
巻
、
一
九
五
九
年
、
四
五
頁

（
44
） 

註（
43
）
に
同
じ
、
四
六
頁

（
45
） 

註（
23
）
に
同
じ
、
四
七
頁

（
46
） 

杉
田
聡
『
天
は
人
の
下
に
人
を
造
る
「
福
沢
諭
吉
神
話
」
を
超

え
て
』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、
二
二
三
頁

（
47
） 

註（
12
）
に
同
じ
、
一
七
一
〜
一
八
七
頁

（
48
） 

註（
12
）
に
同
じ
、
八
〇
頁

（
49
） 『
易
経
』（
下
）
岩
波
文
庫
、
一
九
六
九
、
二
一
一
頁

（
50
） 

加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
中
公
新
書
、
一
九
九
〇
年
、
一

二
三
頁

（
51
） 

註（
12
）
に
同
じ
、
三
八
頁

（
52
） 

註（
12
）
に
同
じ
、
土
田
、
五
三
〜
五
五
頁

（
53
） 

註（
12
）
に
同
じ
、
三
七
頁

（
54
） 

註（
12
）
に
同
じ
、
四
六
頁

（
55
） 

文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
一
九
三
七
年
三
八
頁

（
56
） 

片
山
真
佐
子
『
皇
后
の
近
代
』
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
、
四
八

頁

（
57
） 

髙
谷
朝
子
『
宮
中
賢
所
物
語
』
ビ
ジ
ネ
ス
社
、二
〇
〇
六
年
、四

〇
〜
四
五
頁

（
58
） 

註（
57
）
に
同
じ
、
六
九
頁

（
59
） 

鹿
野
政
直
・
香
内
信
子
編
『
与
謝
野
晶
子
評
論
集
』
岩
波
文
庫
、

一
九
八
五
年
、
三
二
〜
三
三
頁

（
60
） 

註（
59
）
に
同
じ
、
三
四
頁

（
61
） 

註（
12
）
に
同
じ
、
一
七
三
頁

参
考
文
献
（
五　

浄
穢
思
想
に
つ
い
て
）

伊
藤
喜
良
「
王
権
を
め
ぐ
る
穢
れ
・
恐
怖
・
差
別
」
網
野
善
彦
編
『
天

皇
と
王
権
を
考
え
る
7　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
差
別
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
二
年

西
郷
信
綱
『
神
話
と
国
家
』
平
凡
社
、
一
九
七
七
年

瀬
川
清
子
『
女
の
民
族
誌
―
そ
の
け
が
れ
と
神
秘
』
東
京
書
籍
、
一

九
八
〇
年

波
平
恵
美
子
『
ケ
ガ
レ
の
構
造
』
青
土
社
、
一
九
八
八
年

成
清
弘
和
『
女
性
と
穢
れ
の
歴
史
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年

西
山
良
平
「
王
朝
都
市
と
〈
女
性
の
穢
れ
〉」
女
性
史
総
合
研
究
会
編

『
日
本
女
性
生
活
史
』
1
、
東
京
大
出
版
会
、
一
九
九
〇
年

北
条
勝
貴
「〈
ケ
ガ
レ
〉
を
め
ぐ
る
理
論
の
展
開
」
服
藤
早
苗
他
編
『
ケ
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ガ
レ
の
文
化
史
―
物
語
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
儀
礼
』
森
話
社
、

二
〇
〇
五
年

源
淳
子
「「
女
人
禁
制
」
の
思
想
」「
仏
教
と
「
女
人
禁
制
」」「
天
皇
制

と
「
女
人
禁
制
」」「
大
峰
山
女
人
禁
制
」
の
開
放
を
求
め
る

会
編
『
現
代
の
「
女
人
禁
制
」―
性
差
別
の
根
源
を
探
る
』
解

放
出
版
社
、
二
〇
一
一
年

源
淳
子
「
穢
れ
」
田
中
雅
一
・
川
橋
範
子
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
学
ぶ
宗

教
学
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
七
年

源
淳
子
「
女
と
性
と
悪
」
島
薗
進
編
『
シ
リ
ー
ズ
思
想
の
身
体
―
悪

の
巻
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
年

源
淳
子
編
『「
女
人
禁
制
」
Ｑ
＆
Ａ
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年

源
淳
子
「
天
皇
制
と
穢
れ
」
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀

要
』
第
六
号
、
二
〇
〇
一
年

源
淳
子
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
問
う
仏
教
―
教
権
に
収
奪
さ
れ
た
自
然

と
母
性
』
三
一
書
房
、
一
九
九
六
年

源
淳
子
「
浄
穢
思
想
と
女
性
差
別
」『
文
化
の
な
か
の
女
と
男
』
嵯
峨

野
書
院
、
一
九
九
二
年

山
本
幸
司
『
穢
と
大
祓
』
平
凡
社
、
一
九
九
二
年


