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家
族
の
習
俗
か
ら
社
会
の
法
へ

─
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
の
哲
学
﹄
に
お
け
る
市
民
的
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
構
想＊

香
田
　
芳
樹

　

共
同
体
の
歴
史
的
成
長
は
﹁
文
明
化
﹂
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
︑
こ
の
過
程
に
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
変
化
が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
は
ノ
ル
ベ

ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
だ
っ
た（

（
（

︒
一
九
三
五
年
ロ
ン
ド
ン
に
亡
命
し
た
エ
リ
ア
ス
は
エ
ラ
ス
ム
ス
の
﹃
少
年
礼
儀
作
法
論
﹄(D

e civilitate m
orum

 

puerilium
)

︵
一
五
三
〇
年
︶
の
研
究
に
没
頭
す
る
︒
エ
ラ
ス
ム
ス
が
貴
族
の
子
弟
の
た
め
に
書
い
た
︑
エ
ラ
ス
ム
ス
研
究
で
は
周
辺
的
著
作
と

み
な
さ
れ
て
い
る
著
作
が
彼
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
︑
こ
こ
に
中
世
が
終
焉
し
︑
近
代
に
移
行
す
る
際
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
心
性
の
変
化
が

描
か
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒
作
法
は
そ
の
時
代
時
代
の
文
明
化
の
度
合
い
を
示
す
︒
そ
れ
は
た
だ
の
礼
儀
正
し
さ
で
は
な
く
︑
人
が

何
を
不
快
と
思
う
の
か
︑
誰
を
洗
練
さ
れ
た
人
間
と
み
な
す
の
か
を
示
す
重
要
な
証
言
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
の
基
準
は
時
代
ご
と
に
変
化
し

て
い
く
︒
一
六
世
紀
に
エ
ラ
ス
ム
ス
の
も
の
を
は
じ
め
多
く
の
作
法
書
が
書
か
れ
た
の
は
︑
人
の
快
不
快
の
感
性
が
変
化
し
︑
社
会
に
新
た
な
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
が
も
と
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
エ
ラ
ス
ム
ス
の
約
三
〇
〇
年
後
に
生
き
た
ヘ
ー
ゲ
ル
も
同
様
に
︑
一
九
世
紀
に
近
代
的
市
民
社
会
の

成
立
と
成
長
を
目
の
前
に
し
て
︑
彼
の
場
合
は
﹁
感
性
﹂
で
は
な
く
﹁
法
意
識
﹂
の
変
化
を
描
写
し
よ
う
と
し
た
︒
本
論
は
彼
の
﹃
法
の
哲
学
﹄

が
︑
家
族
の
習
俗
が
市
民
の
法
へ
発
展
し
て
い
く
さ
ま
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
を
ま
ず
叙
述
し
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
の
変
化
︑
と
り
わ
け

﹁
性
革
命
﹂
と
呼
ば
れ
た
︑
一
九
世
紀
人
の
性
意
識
の
劇
的
な
変
化
と
哲
学
・
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
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家
族
─

市
民
社
会
─

国
家

﹃
法
の
哲
学
﹄
第
一
五
七
条
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
家
族
─

市
民
社
会
─

国
家
の
三
つ
の
共
同
体
構
造
の
構
成
原
理
を
︑
習
俗
︵Sittlichkeit

︶
─

法

体
系
︵R

echtsverhältniss

︶
─

国
家
憲
法
︵Staatsverfassung

︶
と
定
義
し
た（

（
（

︒

　
﹁
精
神
は
ま
ず
は
︑

A.　

直
接
的
あ
る
い
は
自
然
な

0

0

0

習
俗
に
よ
る
精
神
︑
す
な
わ
ち
家
族
で
あ
る
︒ 

こ
の
共
同
体
は
そ
の
統
一
を
失
い
︑
分
裂
し
︑
相
対
的
な
状
態
へ
移
行
す
る
︒
そ
れ
が

B. 0　
0

市
民
社
会

0

0

0

0

で
あ
る
︒
自
立
し
た
個
人
の
構
成
員
が
結
束
し
て
︑
形
式
的
な
一
般
性

0

0

0

0

0

0

0

を
作
る
も
の
︒
彼
ら
を
つ
な
ぐ
の
は
︑
個
々
人
の
欲
求

や
︑
身
体
と
財
産
の
安
全
を
保
証
す
る
手
段
と
し
て
の
法
制
度

0

0

0

や
︑
個
別
に
し
て
共
通
の
利
害
を
目
指
す
た
め
の
暫
定
的
秩
序

0

0

0

0

0

で
あ
る
︒

こ
の
暫
定
的
国
家

0

0

0

0

0

は
︑

C.　

共
同
体
の
一
般
性
と
︑
そ
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
た
公
的
生
活
を
目
的
と
し
実
現
す
る
た
め
に
︑
国
家
憲
法

0

0

0

0

を
作
る
こ
と
に
収
斂
す
る
︒﹂

︵﹃
法
の
哲
学
﹄
第
一
五
七
条
︑
強
調
原
著
者
︶

家
族
︑
市
民
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
う
ち
に
﹁
自
分
自
身
を
客
観
化
す
る
﹂
契
機
を
も
ち
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
家
族
─

市
民
社
会
─

国
家
へ
と

発
展
し
て
い
く
︒﹁
習
俗
共
同
体
は
︑
そ
の
本
質
と
一
体
化
し
た
︑
対
自
的
に
存
在
す
る
自
己
意
識
を
有
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
家
族
と
民
族
の
現0

勢
的
な
精
神

0

0

0

0

0

で
あ
る
﹂︵
第
一
五
六
条
︑
強
調
原
著
者
︶︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
事
象
の
中
に
自
己
を
働
か
せ
る
原
動
力
と
し
て
の
精
神
が
あ
る
と
考
え

る
︒
対
自
的
に
存
在
す
る
自
己
意
識
は
︑
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
に
も
あ
る
通
り
︑﹁
習
俗
は
善
の
よ
う
に
抽
象
で
は
な
く
︑
強
い
意
味
で
現
勢
︵
働

きW
irklichkeit

︶﹂
な
の
だ
︵
同
︑
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
︶︒
働
く
の
は
個
人
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
働
き
は
個
別
的
で
あ
る
︒
そ
の
個
人
の
集
合
体

で
あ
る
習
俗
共
同
体
は
本
来
的
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
︑
自
己
を
客
観
化
す
る
能
力
も
も
っ
て
い
る
︒
そ
れ
が
﹁
対
自
的
に
存
在
す
る
自
己

意
識
﹂
で
あ
る
︒
習
俗
共
同
体
の
も
っ
と
も
基
本
的
単
位
は
﹁
家
族
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
れ
も
精
神
を
も
つ
の
で
︑
自
己
自
身
を
客
体
化
し
︑﹁
そ

の
統
一
の
喪
失
へ
と
︑
分
裂
へ
と
︑
相
対
的
状
態
へ
と
移
行
す
る
﹂︵
第
一
五
七
条
︶︒
そ
の
結
果
生
じ
た
﹁
市
民
社
会
﹂
は
個
性
に
乏
し
い
分
︑
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普
遍
的
な
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
︒

　

市
民
社
会
は
自
立
し
た
個
人
が
成
員
と
し
て
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
︒
個
々
人
の
欲
求
は
様
々
で
あ
る
が
︑
彼
ら
の
人
格
や
所
有
を
保
証
す
る

﹁
法
﹂
の
も
と
に
︑
こ
の
結
合
は
保
た
れ
る
︒
こ
の
小
さ
な
社
会
は
︑
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
一
つ
の
国
家
の

形
態
も
も
ち
う
る
が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
﹁
過
渡
的
︵
外
的
︶
国
家
︵der äußerliche Staat

︶﹂
で
あ
り
︑
共
同
体
の
普
遍
的
な
あ
り
方
や
︑
そ

の
た
め
の
公
的
生
活
を
目
指
し
︑
こ
れ
ら
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
国
家
の
憲
法
と
な
る（

（
（

︒

　

市
民
社
会
の
成
立
を
︑
ミ
ク
ロ
な
家
族
と
い
う
単
位
の
弁
証
法
的
発
展
に
よ
る
と
考
え
る
図
式
的
理
解
に
は
︑
歴
史
学
や
経
済
学
の
方
面
か
ら

同
意
は
得
が
た
い
よ
う
に
思
え
る
が
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
法
の
哲
学
﹄
の
上
で
の
議
論
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
そ

れ
は
︑
習
俗
か
ら
法
を
経
て
憲
法
へ
と
続
く
法
の
発
展
史
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

﹁
抽
象
的
な
善
に
か
わ
っ
て
登
場
し
た
客
観
的
な
習
俗
は
︑
主
観
性
と
い
う
無
限
の
形
式
を
通
じ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

共
同
体
と
し
て
具
体
化
す
る

0

0

0

0

0

︒﹂︵
 

第
一
四

四
条
︑
強
調
原
著
者
︶ 

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
は
善
の
イ
デ
ア
が
善
行
︑
善
人
の
存
在
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
﹁
抽
象
的
善
﹂
と
﹁
習
俗
﹂
に

も
同
じ
関
係
が
あ
る
︒
イ
デ
ア
的
善
は
現
実
世
界
に
生
き
る
人
間
の
主
観
に
よ
っ
て
具
体
的
に
表
象
さ
れ
︑
実
体
化
し
︑
客
観
的
な
﹁
習
俗
﹂
と
な

る
︒
そ
れ
は
﹁
主
観
的
な
思
考
や
好
み
を
超
え
て
永
続
す
る
も
の
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
即
自
か
つ
対
自
と
し
て
存
在
す
る
法
と
制
度
﹂
で
あ
る
︵
第

一
四
四
条
︶︒
そ
れ
ゆ
え
し
き
た
り
は
﹁
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
神
話
が
言
う
よ
う
に
﹂︑﹁
普
遍
的
本
質
﹂
で
あ
り
︑﹁
即
自
か
つ
対
自
的
に
存
在
す

る
神
々
﹂
と
し
て
表
象
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
︑
偶
発
的
な
個
人
の
営
み
な
ど
﹁
う
た
か
た
の
戯
れ
︵ein anw

ogendes 

Spiel

︶
に
過
ぎ
な
い
︵
第
一
四
五
条
︑
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
よ
り
︶︒
ヘ
ー
ゲ
ル
が
﹃
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
﹄
を
﹁
古
今
を
通
じ
て
最
高
の
ド
ラ
マ
﹂

︵
第
一
一
八
条
︑
長
谷
川
訳
二
三
一
頁
︶
と
絶
賛
し
た
の
は
︑
そ
こ
に
家
族
と
国
家
の
対
立
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
国
法
に
背
い
て
実

兄
を
埋
葬
し
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
行
為
は
家
族
の
し
き
た
り
で
は
肯
定
さ
れ
る（

（
（

︒
ギ
リ
シ
ア
の
は
じ
め
か
ら
法
と
習
俗
と
個
人
は
つ
ね
に
緊
張

を
は
ら
み
な
が
ら
︑
家
庭
や
市
民
社
会
や
国
家
を
形
成
し
て
き
た
︒
以
下
で
は
︑
ま
ず
習
俗
共
同
体
と
し
て
の
家
族
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
緊

張
関
係
が
﹁
結
婚
﹂
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
か
を
考
察
す
る
︒
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
家
族
論

　

先
に
善
の
イ
デ
ア
と
善
行
︑
善
人
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
が
︑
家
族
︑
あ
る
い
は
習
俗
共
同
体
を
﹁
生
命
あ
る
善
﹂
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
定
義
し

た
こ
と
に
注
目
し
て
︑
客
観
的
善
と
良
心
と
意
志
の
観
点
か
ら
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
家
族
論
を
解
説
し
た
の
が
神
山
伸
弘
で
あ
る（

（
（

︒
家
族
が
﹁
生
命
あ

る
善
﹂
で
あ
る
と
は
︑
そ
れ
が
﹁
善
﹂
の
普
遍
態
︵
イ
デ
ア
︶
が
人
間
の
主
観
的
良
心
を
通
し
て
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し

そ
の
際
問
わ
れ
る
べ
き
は
︑
実
現
を
可
能
に
し
て
い
る
善
の
特
殊
態
で
あ
る
﹁
良
心
﹂
や
﹁
自
由
意
志
﹂
が
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
問
い
に
神
山
は
二
つ
の
相
反
す
る
意
見
が
あ
る
と
す
る
︒
一
つ
は
︑﹁
特
殊
化
さ
れ
た
善
に
普
遍
態
は
な
い
﹂
と
す
る
立
場
で
あ
る
︒

﹁
こ
の
方
向
性
で
︿
家
族
﹀
を
考
え
る
な
ら
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒︿
家
族
﹀
は
︑
普
遍
的
な
あ
り
方
で
﹁
善
﹂
で
な
い
以
上
︑
た
か
だ
か
個
々

の
主
観
性
を
満
足
さ
せ
る
﹁
幸
せ
﹂
を
達
成
す
る
も
の
と
し
て
だ
け
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
い
い
じ
ゃ
な
い
の
︑
幸
せ
な
ら
ば
﹂︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
家
族
な
る
も
の
に
お
い
て
は
︑
そ
こ
で
は
い
か
な
る
人
間
関
係
︵
性
関
係
も
含
む
︶
が
営
ま
れ
よ
う
と
も
︑
そ
れ

は
︑
当
事
者
全
員
の
﹁
幸
せ
﹂
の
名
の
下
に
是
認
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い（

（
（

︒﹂

善
の
重
要
な
特
殊
態
に
幸
せ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
家
族
の
幸
せ
は
構
成
員
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
の
で
︑
善
に
よ
っ
て
家
族
を
定
義
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
︑
家
族
を
成
立
さ
せ
る
結
婚
︑
同
居
︑
妊
娠
︑
出
産
︑
育
児
等
々
が
す
べ
て
の
家
族
に
と
っ
て
幸
せ
で
な
い
こ
と

か
ら
も
自
明
で
あ
る
︒
家
族
が
善
の
特
殊
態
で
あ
る
と
は
︑
一
方
で
そ
れ
が
衝
動
︑
欲
求
︑
傾
向
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
も

う
一
方
で
そ
う
し
た
自
然
的
欲
求
の
お
か
げ
で
そ
れ
が
﹁
生
命
あ
る
︵
生
き
生
き
と
し
た
︶
善
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
主
観
性

と
特
殊
性
の
長
所
を
損
な
う
こ
と
な
く
︑
い
か
に
普
遍
的
な
も
の
に
近
づ
く
か
が
家
族
の
課
題
と
な
る
︒
結
婚
に
お
け
る
愛
に
も
ま
っ
た
く
同
じ

こ
と
が
い
え
る
︒
再
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を
引
く
︒

﹁
結
婚
に
お
け
る
習
俗

0

0

と
は
︑
結
婚
に
よ
る
統
一
を
実
現
す
べ
き
目
的
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
に
︑
つ
ま
り
愛
し
︑
信
頼
し
︑
個
人
生
活
を

隅
々
ま
で
共
有
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
そ
う
し
た
心
構
え
と
現
実
の
中
で
︑
自
然
の
衝
動
は
満
た
さ
れ
れ
ば
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
生
理

現
象
の
様
態
に
引
き
下
げ
ら
れ
︑
精
神
的
な
絆
が
そ
の
法
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

共
同
体
的
な
も
の
と
し
て
︑
気
ま
ぐ
れ
な
情
熱
や
一
時
的
な
愛
著
を
越
え

た
も
の
と
し
て
︑
即
自
的
に

0

0

0

0

解
消
不
能
の
も
の
と
し
て
姿
を
現
す
の
だ
︒﹂︵
第
一
六
三
条
︑
強
調
原
著
者
︶
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結
婚
は
愛
す
る
者
同
士
が
統
一
を
実
体
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
愛
し
︑
信
頼
し
︑
個
人
生
活
を
隅
々
ま
で
共
有
す
る
﹂
習

俗
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
︒
絆
は
﹁
法
に
お
い
て
︵in seinem

 Recht

︶﹂
姿
を
現
す
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
結
婚
が
単
な
る
﹁
契
約
﹂
で
あ
る

と
は
考
え
て
い
な
い
︒
そ
れ
は
自
立
的
な
人
格
の
契
約
と
い
う
形
で
出
発
し
て
い
て
も
︑﹁
ま
さ
に
契
約
の
立
場
を
放
棄
し
﹂︑﹁
そ
れ
を
家
族
が
一

人
格
︵eine Person

︶
と
な
り
︑
各
構
成
員
が
家
族
の
偶
有
態
と
な
る
こ
と
﹂︵
第
一
六
三
条
︶
な
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
結

婚
契
約
説
を
明
確
に
否
定
し
︑︿
愛
﹀
を
結
婚
の
中
心
契
機
と
捉
え
て
い
る（

（
（

︒
主
観
が
客
観
へ
︑
特
殊
が
普
遍
へ
と
向
か
う
こ
と
が
家
族
が
市
民
社

会
へ
と
発
展
す
る
運
動
と
捉
え
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
︑
家
族
の
根
本
に
あ
る
夫
婦
の
婚
姻
に
主
観
的
・
特
殊
的
な
︿
愛
﹀
を
す
え
た
こ
と
は
注
目

す
べ
き
で
あ
る
︒
一
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
結
婚
を
形
づ
く
る
愛
と
す
る
も
の
が
︑
わ
れ
わ
れ
が
﹁
恋
愛
﹂
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
と
は
や
や
趣
を
異

に
す
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

﹁
現
代
の
演
劇
そ
の
他
︑
男
女
の
愛
が
基
本
的
な
関
心
と
な
る
芸
術
表
現
に
お
い
て
は
︑
愛
に
見
ら
れ
る
徹
底
し
た
冷
酷
の
要
素
が
︑
そ
こ
に

絡
む
ま
っ
た
く
偶
然
の
要
素
を
き
っ
か
け
と
し
て
︑
灼
熱
の
感
情
表
現
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
が
︑
そ
の
際
︑
興
味
の
全
体
が
二
人
の
男
女
の
心

の
動
き
だ
け
に
あ
る
と
さ
れ
る
と
︑
二
人
に
と
っ
て
無
限
に
重
要
な
こ
と
が
︑
実
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
の
で
あ
る
︒﹂︵
第
一
六
二
条
︑
長
谷
川
訳
三
三
一
頁
︶

結
婚
の
一
つ
の
形
態
は
︑
思
慮
あ
る
両
親
が
設
定
し
た
基
礎
の
上
で
︑
人
格
の
合
一
に
定
め
ら
れ
た
男
女
が
交
わ
す
も
の
で
あ
り
︑
家
と
家
の

合
意
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
形
態
は
︑﹁
現
代
社
会
の
主
観
的
原
理
﹂
と
結
び
つ
い
た
性
愛
︵G

eschlechter-

liebe

︶
や
情
念
︵Leidenschaft

︶︑
い
わ
ゆ
る
自
由
恋
愛
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
男
女
の
特
殊
な
﹁
心
の
動
き
﹂
が
現
代

戯
曲
や
芸
術
表
現
の
主
流
だ
と
し
︑
個
人
に
と
っ
て
重
要
だ
が
︑
結
婚
自
体
に
は
重
要
で
は
な
い
と
す
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
封
建
的
大
家
族
で
は
な
く
︑
近
代
的
核
家
族
を
念
頭
に
お
い
て
家
族
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
︑
そ
れ
が
市
民
社
会
の
形
成
基
盤

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
核
家
族
は
﹁
人
格
の
原
理
﹂︵
第
一
八
一
条
︶︑
す
な
わ
ち
構
成
員
の
成
長
と
自
立
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
家
族
に
分
裂
︑

つ
ま
り
差
異
化
し
て
い
く
︒
家
族
を
結
び
つ
け
て
い
た
習
俗
は
こ
こ
で
い
っ
た
ん
役
目
を
終
え
る
が
︑
市
民
社
会
の
中
で
再
び
法
的
な
姿
を
現
す

︵
第
一
八
一
条
︑
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
︶︒
こ
の
法
的
な
も
の
は
普
遍
性
と
し
て
社
会
の
構
成
員
と
な
っ
た
市
民
の
特
殊
性
を
規
制
す
る
︒
こ
の
特
殊
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性
と
は
具
体
的
に
は
︑
自
己
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
経
済
活
動
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
普
遍
性
と
対
立
し
つ
つ
も
︑
反
対
に
そ

れ
に
助
け
ら
れ
て
活
動
を
お
こ
な
う
︒
例
え
ば
︑
納
税
は
市
民
社
会
の
個
人
の
自
由
な
営
利
活
動
に
と
っ
て
は
制
限
で
あ
り
障
害
の
よ
う
に
見
え

る
が
︑
市
民
の
経
済
生
活
の
安
定
は
税
収
に
よ
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
な
け
れ
ば
な
り
立
た
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
市
民
社
会
に
働
く
法
は
個
人
や
家

族
の
し
き
た
り
と
対
立
し
つ
つ
も
︑
そ
れ
を
高
次
に
お
い
て
保
護
︑
促
進
す
る
︒
よ
っ
て
市
民
社
会
は
︑﹁
外
的
な
国
家
─
強
制
と
分
析
的
思
考

の
国
家
︵der äußere Staat, N

ot- und Verstandesstaat

︑
第
一
八
三
条
︑
長
谷
川
訳
三
六
六
頁
︶
と
呼
ば
れ
る
︒
分
析
的
思
考
の
国
家
で
あ
る

と
は
︑
一
方
で
は
そ
れ
ま
で
無
自
覚
に
継
承
さ
れ
て
き
た
し
き
た
り
が
止
揚
さ
れ
て
︑
意
識
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
も
う
一
方
で
市

民
社
会
の
原
理
が
商
工
業
に
あ
り
︑
そ
こ
で
﹁
計
算
﹂︑﹁
債
権
﹂︑﹁
貸
し
借
り
﹂
と
い
っ
た
分
析
能
力
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る（

（
（

︒

国
家
は
そ
う
し
た
道
徳
と
経
済
活
動
を
統
括
的
に
制
御
す
る
が
ゆ
え
に
﹁
理
性
的
﹂
な
普
遍
態
な
の
で
あ
る
︵
第
二
七
二
条
︶︒
家
族
─

市
民
社

会
─

国
家
は
︑
や
や
無
理
が
あ
り
つ
つ
も
こ
う
し
た
︑
無
意
識
─

分
析
思
考
─

理
性
の
弁
証
法
的
発
展
に
符
合
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（

（
（

︒

そ
こ
に
支
配
す
る
原
理
は
対
立
と
矛
盾
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
よ
り
個
人
は
家
族
的
な
自
然
的
調
和
を
放
棄
し
て
︑
よ
り
高
次
の
統
一
に
向
け
て
努

力
す
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
ル
ソ
ー
の
言
う
自
然
状
態
へ
の
回
帰
よ
り
も
好
ま
し
い
も
の
だ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
断
言
す
る
︵
第
一
八
五
条
︑
グ
リ
ー
ス

ハ
イ
ム
の
筆
記
録
︑
長
谷
川
訳
三
六
九
頁
︶︒

習
俗
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

　

再
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
習
俗
の
規
定
を
引
用
す
る
︒

﹁
他
方
︑
そ
れ
︵
習
俗
共
同
体
と
そ
の
掟
や
権
力
︶
は
主
観
に
と
っ
て
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
く
︑
そ
こ
か
ら
お
の
れ
の
本
質

0

0

0

0

0

0

が
で
き
て

い
る
と
い
う
精
神
の
証
言

0

0

0

0

0

を
得
て
︑
主
観
は
そ
こ
に
自
己
感
情

0

0

0

0

を
も
ち
︑
自
分
か
ら
切
り
離
せ
な
い
場
所
と
し
て
そ
こ
に
生
き
る
の
で
あ
る
︒

─
そ
の
感
情
は
信
仰

0

0

や
信
頼

0

0

よ
り
も
ず
っ
と
直
接
的
で
一
体
な
の
で
あ
る
︒﹂︵
第
一
四
七
条
︑
強
調
原
著
者
︶

習
俗
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
︑
永
遠
不
変
の
﹁
神
の
掟
﹂
で
あ
り
︑
意
識
化
で
主
観
は
こ
れ
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
︒
信
仰
と
い
う
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
と
っ
て
唯
一
無
二
の
生
活
信
条
で
す
ら
︑
こ
れ
と
比
べ
れ
ば
結
び
つ
き
は
疎
い（
（1
（

︒
こ
の
習
俗
が
個
人
の
現
実
と
一
致
す
る
と
き
︑﹁
し
き
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た
り
﹂︵Sitte

︶
と
な
る
︒

﹁
し
か
し
習
俗
は
︑
個
人
の
現
実
と
単
純
に
一
体
化
す
る

0

0

0

0

0

場
合
に
は
︑
個
人
の
一
般
的
な
行
動
様
式
と
し
て
─
つ
ま
り
し
き
た
り

0

0

0

0

と
し
て

─
個
人
の
習
慣

0

0

と
し
て
︑
第
二
の
天
性

0

0

0

0

0

と
し
て
現
れ
る
︒
第
二
の
天
性
は
第
一
の
単
な
る
自
然
の
意
志
に
と
っ
て
代
わ
り
︑
や
り
遂
げ
よ
う

と
す
る
魂
︑
そ
の
存
在
の
意
味
で
あ
り
︑
現
実
で
あ
る
︒
そ
れ
は
一
つ
の
世
界
と
し
て
生
き
︑
在
る
精
神

0

0

で
あ
り
︑
第
二
の
天
性
を
得
て
は
じ

め
て
精
神
の
実
体
は
精
神
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒﹂︵
第
一
五
一
条
︑
強
調
原
著
者
︶ 

第
二
の
天
性
と
い
う
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
習
慣
論
に
則
っ
て
習
俗
を
定
義
し
よ
う
と
し
て

い
る
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
﹁
習
慣
﹂
と
﹁
倫
理
﹂
の
近
接
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

﹁
徳
に
は
︑
知
識
の
徳
と
人
格
に
関
す
る
徳
の
二
通
り
あ
り
︑
第
一
の
も
の
は
特
に
教
え
ら
れ
て
生
じ
︑
大
き
く
な
り
︑
経
験
や
時
間
を
必
要

と
す
る
︒
人
格
の
徳
は
そ
れ
に
対
し
て
︑
慣
れ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
徳
︵　
　

 

︶
と
い
う
語
は
︑
習
慣 ︵　
　

︶
と
い
う
語
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
だ（
（（
（

︒﹂

﹁
人
は
慣
れ
る
こ
と
︵　
　
　
　

︶
に
よ
っ
て
倫
理
的
︵　
　

  

︶
な
人
と
呼
ば
れ
る（
（1
（

︒﹂

徳
と
習
慣
が
語
源
的
に
近
似
し
て
い
る
の
は
偶
然
と
し
て
も
︑﹁
習
慣
は
徳
の
完
成
﹂
と
い
う
定
式
は
そ
の
後
も
中
世
を
経
て
ド
イ
ツ
観
念
論
に

受
け
継
が
れ
た
︒
慣
れ
が
徳
を
作
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
︑
共
同
体
の
倫
理
と
し
て
存
在
す
る
習
俗
が
︑

個
人
の
内
面
に
定
着
し
︑
行
動
様
式
と
な
っ
た
も
の
が
習
慣
で
あ
り
︑
こ
れ
は
生
ま
れ
つ
き
の
自
然
の
意
志
︵
第
一
の
天
性
︶
に
と
っ
て
代
わ
り

精
神
と
し
て
人
間
を
導
く
こ
と
だ
と
さ
れ
る
︒
そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
具
体
的
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

﹁
習
俗
は
︑
生
ま
れ
も
っ
た
個
人
的
性
格
︵der individuelle durch die N

atur bestim
m

te C
harakter

︶
の
う
え
に
自
分
を
映
す
と
き
︑
徳
と
呼

ば
れ
︑
そ
の
徳
が
︑
個
人
の
属
す
る
境
遇
で
の
義
務
に
単
に
適
応
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
実
直
︵R

echtschaffen

︶
と
呼
ば
れ
る
︒﹂︵
第
一
五

〇
条
︶

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹁
人
格
に
関
わ
る
徳
﹂
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
エ
ー
テ
ィ
ケ
ー
・
ア
レ
テ
ー
﹁
性
格
の
卓
越
性
﹂
で
あ
り
︑
ド
イ
ツ
語
で
は

C
haraktertugend

と
訳
さ
れ
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
す
る
性
格
︵
刻
み
込
ま
れ
た
も
の
︶
の
う
え
に
投
影
さ
れ
る
も
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の
を
徳
と
し
︑
こ
れ
に
対
し
徳
の
社
会
的
適
応
を
実
直
と
呼
ん
だ
︒

﹁
あ
る
人
が
あ
れ
こ
れ
の
習
俗
に
か
な
う
行
い
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
の
ま
ま
こ
の
人
が
徳
あ
る
人
と
は
な
ら
な
い
︒
反
対
に
︑
ふ
る
ま

い
方
が
彼
の
性
格
の
恒
常
性
︵eine Stetigkeit seines C

harakters

︶
と
な
っ
て
い
れ
ば
︑
有
徳
で
あ
る
︒
徳
と
は
む
し
ろ
習
俗
の
達
者
︵die 

sittliche V
irtuosität

︶﹇
︙
﹈﹂︵
第
一
五
〇
条
︑
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
︶

V
irtuosität

と
は
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
ラ
テ
ン
語
のvirtus

﹁
力
﹂
で
も
あ
り
︑
英
語
のvirtue

﹁
徳
﹂
で
も
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
習
俗
と
習
慣
に
つ
い
て
の
考
察
は
︑
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
の
習
慣
論
の
伝
統
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
重
要
な
の

は
︑
未
開
の
部
族
社
会
の
掟
か
ら
︑
近
代
的
核
家
族
と
い
う
共
同
体
を
統
べ
る
習
俗
を
経
て
︑
市
民
社
会
の
法
︑
さ
ら
に
は
国
家
の
憲
法
へ
と
発

展
し
て
い
く
全
過
程
に
︑
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
働
い
て
い
る
と
す
る
彼
の
視
点
で
あ
る
︒
果
て
し
な
い
欲
望
追
求
の
器
と
化
し
た
市
民
社
会
に
お
い

て
︑
習
俗
は
失
わ
れ
︑﹁
家
族
の
直
接
的
統
一
は
壊
れ
多
様
化
す
る
﹂︵
第
一
八
四
条
︑
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
︑
上
妻
訳
三
五
三
頁
︶︒
し
か
し
無
意

識
の
う
ち
に
是
認
さ
れ
て
き
た
掟
は
市
民
社
会
で
精
神
と
な
る
︒
こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
教
養
陶
冶
︵B

ildung

︶
で
あ
る
︒

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
形
成
と
市
民
教
育

　

第
一
八
七
条
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
習
俗
が
市
民
社
会
の
中
で
新
し
い
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
次
元
に
高
め
ら
れ
る
様
子
を
描
い
て
い
る
︒
市
民
社
会
の
本
来

の
目
的
は
﹁
自
由
﹂
で
あ
る
︒
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の
筆
記
録
で
は
︑
市
民
社
会
に
お
い
て
人
間
は
分
別
を
得
て
︑
自
由
に
生
活
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
︵
長
谷
川
訳
三
七
四
頁
︶︒
精
神
に
よ
っ
て
一
般
的
な
知
を
獲
得
し
︑
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
で
︑
人
間
は
欲
求
か
ら
自
由
に
な

る
︒
こ
こ
で
は
﹁
思
考
﹂
が
自
由
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
自
由
は
よ
り
人
間
学
的
な
視
点
で
哲
学
化
さ
れ
る
︒
そ
の
過
程

を
彼
は
次
の
よ
う
に
描
く
︒

﹁
精
神
は
自
己
を
自
己
自
身
の
中
で
分
割
し
︵sich entzw

eien

︶︑
自
然
の
欲
求
と
外
界
と
の
必
然
性
の
関
わ
り
の
中
で
自
己
に
外
界
の
制
限
と

有
限
性
を
課
し
︑
こ
の
二
つ
の
中
に
自
分
自
身
を
鍛
え
上
げ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵ sich hineinbilden
︶
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ら
を
克
服
し
︑
そ
の
中
に
自
己

の
客
観
的

0

0

0

と
な
っ
た
定
住
を
獲
得
す
る
こ
と
で
の
み
︑
現
勢
態
と
な
る
︒﹂︵
第
一
八
七
条
︑
強
調
原
著
者
︶
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精
神
は
自
己
を
分
割
し
て
︑
外
的
な
も
の
に
身
を
さ
ら
し
︑
対
峙
し
て
く
る
制
限
に
向
き
合
い
︑
そ
れ
の
中
に
自
分
を
鍛
え
上
げ
る
︵
入
れ
て
形

成
す
る
︶
こ
と
で
︑
そ
の
制
限
の
中
に
居
場
所
を
得
て
︑﹁
自
由
に
﹂
働
け
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
全
過
程
に
働
く
の
が
﹁
理
性
﹂
で
あ
る
︒
理

性
に
よ
り
精
神
は
自
由
を
得
る
︒
理
性
の
目
的
は
︑
精
神
が
﹁
普
遍
性
の
形
式
︑
あ
る
い
は
悟
性
的
性
格
﹂
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
れ

に
よ
り
精
神
は
外
界
に
﹁
故
郷
を
得
て
︵einheim

isch

︶﹂﹁
定
着
す
る
︵bei sich

︶﹂︵
同
︶
の
で
あ
る
︒

﹁
教
養
陶
冶
︵B

ildung

︶
は
そ
れ
ゆ
え
絶
対
的
規
定
に
お
い
て
解
放

0

0

で
あ
り
︑
よ
り
高
次
の
解
放
の
た
め
の
訓
練

0

0

︵A
rbeit

︶
で
あ
り
︑
こ
の

こ
と
は
習
俗
を
そ
の
ま
ま
︑
あ
り
の
ま
ま
に
実
行
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
精
神
に
よ
っ
て
世
間
で
通
用
す
る
形
姿
に
ま
で
高
め
︑
限
り
な

く
主
体
的
に
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
解
放
は
主
体
の
中
で
︑
行
為
の
単
純
な
主
体
で
あ
る
こ
と
や
︑
欲
求
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
や
︑
感

情
に
流
さ
れ
た
り
︑
勝
手
な
好
き
嫌
い
を
ゆ
る
さ
な
い
厳
し
い
訓
練

0

0

0

0

0

︵harte A
rbeit

︶
な
の
で
あ
る
︒﹂︵
第
一
八
七
条
︑
強
調
原
著
者
︶

家
族
が
解
体
さ
れ
︑
市
民
社
会
と
い
う
新
し
い
共
同
体
へ
と
再
編
成
さ
れ
る
過
程
は
︑
習
俗
が
法
へ
と
姿
を
変
え
る
過
程
で
も
あ
る
が
︑
そ
の
た

め
に
は
精
神
が
自
己
陶
冶
を
お
こ
な
い
︑
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
本
質
で
あ
る
﹁
客
観
性
と
自
由
﹂
を
同
時
に
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
ヘ
ー

ゲ
ル
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
八
─

一
九
世
紀
の
市
民
社
会
に
お
け
る
性
革
命

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
家
族
観
は
︑
時
代
的
制
約
を
残
し
な
が
ら
も
︑
夫
婦
同
権
や
︑
財
産
の
共
有
や
︑
個
人
の
自
立
を
認
め
る
点
で
リ
ベ
ラ
ル
な
も
の

で
あ
る
が
︑
生
涯
独
身
を
つ
ら
ぬ
き
家
庭
を
も
た
な
か
っ
た
哲
学
者
が
描
く
家
族
像
は
図
式
的
で
あ
る
︒
大
国
プ
ロ
イ
セ
ン
の
首
都
大
学
の
人
気

教
授
と
し
て
上
流
階
級
に
属
し
た
彼
に
は
︑
下
層
階
級
を
中
心
に
性
革
命
と
呼
ば
れ
る
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
ど
の
程
度
認
識
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
︒

　

一
八
世
紀
中
葉
か
ら
一
九
世
紀
終
わ
り
に
か
け
て
性
モ
ラ
ル
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る（
（1
（

︒
一
五
〇
〇
年
か
ら
一
七
〇
〇

年
代
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
方
小
都
市
で
の
性
を
め
ぐ
る
価
値
観
は
︑
静
的
な
社
会
生
活
を
守
る
た
め
に
︑
権
威
や
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
従
順

で
︑
伝
統
的
な
社
会
慣
習
に
忠
実
な
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
一
八
世
紀
以
降
︑
性
の
自
由
化
︑
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
解
放
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
西
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欧
で
大
規
模
に
発
生
し
た
︒
自
慰
が
普
通
に
な
り
︵
E
・
T
・ 

A
・ 

ホ
フ
マ
ン
も
日
記
に
つ
け
て
い
る（
（1
（

︶︑
服
装
倒
錯
者
が
一
八
二
三
年
に
ベ
ル

リ
ン
警
察
の
事
件
簿
に
は
じ
め
て
現
れ
︑
パ
リ
の
街
娼
の
数
は
一
九
世
紀
前
半
に
三
倍
に
増
え
︑
一
八
三
〇
年
か
ら
一
八
五
〇
年
ま
で
に
フ
ラ

ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
で
の
婦
女
暴
行
件
数
は
五
〇
％
増
加
し
た
︒
量
的
増
加
だ
け
で
は
な
い
︒
性
ス
タ
イ
ル
自
体
が
︑
生
殖
か
ら
﹁
多
形
倒
錯
的

︵polym
orphous

︶﹂
に
変
化
し
た
の
だ（
（1
（

︒
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
タ
ー
は
こ
の
性
的
革
命
の
実
態
を
描
出
す
る
た
め
に
︑
一
八
世
紀
か
ら
一
九

世
紀
に
い
た
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
婚
外
子
︑
す
な
わ
ち
私
生
児
の
出
生
率
の
変
化
を
調
査
し
た
︒
出
生
率
全
体
に
対
す
る
婚
外
子
の
割
合
は
︑

婚
前
︑
婚
外
に
お
こ
な
わ
れ
る
性
的
関
係
の
量
を
示
す
ば
か
り
で
は
な
く
︑
婚
前
︑
婚
外
交
渉
を
引
き
起
こ
す
当
時
の
性
モ
ラ
ル
の
変
化
を
も
裏

付
け
る
重
要
な
指
標
な
の
で
あ
る（
（1
（

︒

　

汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
起
こ
っ
た
性
革
命
の
原
因
を
解
く
鍵
は
や
は
り
都
市
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
変
化
で
あ
る
︒
一
七
〇
〇
年
代
に
は
教
区
聖
職

者
は
私
生
児
は
も
ち
ろ
ん
︑
婚
前
交
渉
に
よ
り
後
に
認
知
さ
れ
た
子
供
も
非
合
法
と
み
な
す
︑
強
い
道
徳
規
範
に
よ
っ
て
社
会
を
統
制
し
て
い
た

が
︑
一
八
〇
〇
年
に
入
る
と
一
転
し
て
婚
前
︑
婚
外
交
渉
に
よ
る
出
生
が
増
え
︑
多
く
は
婚
外
子
と
な
っ
た（
（1
（

︒
私
生
児
が
大
き
な
社
会
現
象
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
︑
こ
れ
が
例
え
ば
︑
ゲ
ー
テ
の
﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄︵
第
一
部
一
八
〇
八
年
︶
や
︑
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
の
﹃
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ク
﹄︵
一
八
三

六
年
頃
︶
や
︑
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
﹃
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
﹄︵
一
八
六
二
年
︶
や
︑
ト
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
の
﹃
ダ
ー
バ
ー
ビ
ル
家
の
テ
ス
﹄

︵
一
八
九
一
年
︶
と
い
っ
た
︑
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
の
主
要
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る（
（1
（

︒
統
計
資
料
が
示
す

よ
う
に
ド
イ
ツ
の
大
都
市
で
も
︑
婚
外
子
は
一
九
世
紀
を
通
し
て
増
加
し
て
い
る
︵
本
稿
末
の
資
料
参
照
︶︒
こ
の
増
加
の
実
態
を
把
握
す
る
た

め
に
︑
シ
ョ
ー
タ
ー
は
︿
当
事
者
男
女
の
社
会
的
地
位
﹀
と
︿
性
的
志
向
の
様
態
﹀
を
縦
横
軸
に
し
て
以
下
の
よ
う
な
図
式
を
作
っ
た
︒

ス
テ
ー
ジ
I
「
農
村
部
に
お
け
る
着
衣
同
衾
」

　

婚
約
中
の
男
女
が
着
衣
の
ま
ま
同
衾
す
る
こ
と
は
︑
一
八
世
紀
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
農
村
部
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
風
習
で
あ
る
が
︑
婚

外
子
誕
生
の
最
大
の
原
因
で
あ
っ
た
︒
教
区
教
会
は
こ
う
し
た
習
俗
を
禁
じ
て
い
た
︒

ス
テ
ー
ジ
II
「
主
人
と
使
用
人
の
間
の
性
的
搾
取
」

　

立
場
上
の
優
位
を
利
用
し
て
︑
下
位
の
女
性
と
性
的
関
係
を
も
つ
こ
と
は
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
︑
下
層
階
級
で
継
続
的
に
お
こ
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な
わ
れ
た
︒﹁
古
き
良
き
時
代
に
は
︑
性
的
目
的
の
た
め
の
社
会
的
経
済
的
権
力
を
乱
用
す
る
こ
と
は
︑
間
違
い

な
く
も
っ
と
困
難
で
あ
っ
た
︒
共
同
体
の
残
り
の
部
分
が
︑
雇
用
者
と
被
雇
用
者
の
円
滑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
機
能

不
全
に
陥
ら
な
い
よ
う
注
意
深
く
監
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
社
会
変
革
の
動
揺
は
︑
そ
の
よ
う
な
行
為
へ
の

伝
統
的
監
視
機
能
を
弱
め
た（
（1
（

︒﹂
監
視
を
弱
体
化
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
︑
一
九
世
紀
に
公
布
さ
れ
た
﹁
奉
公
人

規
則
﹂︵G

esindeordnung

︶
で
あ
る
︒
奉
公
人
の
権
利
を
主
人
︵
雇
用
主
︶
が
制
限
で
き
る
条
例
に
よ
っ
て
︑

被
雇
用
者
が
隷
属
的
な
地
位
に
貶
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
多
く
は
未
婚
の
奉
公
人
に
対
し
て
性
的
搾
取
が
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
11
（

︒

ス
テ
ー
ジ
III
「
あ
て
逃
げ　

ヒ
ッ
ト
・
エ
ン
ド
・
ラ
ン
」

　

社
会
構
造
が
変
化
し
︑
流
動
化
す
る
一
七
五
〇
年
頃
か
ら
低
所
得
者
階
級
の
若
者
を
中
心
に
新
し
い
自
意
識
と

性
へ
の
表
現
が
芽
生
え
る
︒
農
村
部
の
衣
服
同
衾
は
都
市
部
で
は
同
棲
と
い
う
形
で
新
た
な
性
文
化
を
形
成
す
る

が
︑
そ
れ
は
農
村
部
の
よ
う
な
婚
約
を
前
提
と
し
な
い
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
︑
婚
姻
に
は
い
た
ら
な
い
︒
そ
の

結
果
︑
一
七
九
〇
年
か
ら
一
八
六
〇
年
に
婚
外
子
の
誕
生
は
ピ
ー
ク
に
達
す
る
︒

ス
テ
ー
ジ
IV
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」

　

一
八
七
五
年
頃
か
ら
低
所
得
者
層
が
市
民
社
会
の
構
造
に
再
統
合
さ
れ
る
と
︑
恋
愛
の
形
が
変
わ
っ
た（
1（
（

︒ 

工

業
都
市
の
労
働
者
は
︑
安
定
し
た
共
同
体
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
と
は
違
っ
た
︑
彼
ら

独
特
の
価
値
観
を
も
っ
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
作
っ
て
い
っ
た
︒
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
は
彼
ら
の
早
婚
の
考
え
を
徐
々

に
受
け
入
れ
︑
婚
前
交
渉
を
し
て
も
︑
そ
の
後
結
婚
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
に
傾
き
︑
結
果
と
し
て
二
〇
世
紀

の
最
後
の
三
分
の
一
の
間
に
嫡
子
率
は
着
実
に
上
昇
し
た
︒ 

一
九
世
紀
後
半
の
同
棲
の
パ
タ
ー
ン
は
︑
ス
テ
ー

ジ 

II 

の
よ
う
な
不
平
等
な
関
係
で
は
な
く
︑
誘
惑
者
が
誘
惑
さ
れ
た
者
と
同
じ
社
会
的
階
層
に
属
し
て
い
る
こ

と
が
多
い
︒
こ
れ
は
︑﹁
下
心
で
利
用
し
よ
う
と
い
う
誘
惑
が
減
り
︑
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
表
現
的
な
セ
ク
シ
ュ
ア

感情表出型 操作型

安定した社会的地位 真実の愛 農村部の着衣同衾

不安定な社会的地位 あて逃げ
（ヒット・エンド・ラン）

主人と使用人間の搾取

婚外交渉のタイプ　（Shorter (1971), p. 243より）
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リ
テ
ィ
が
成
長
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（
11
（

︒﹂
こ
う
し
た
現
象
は
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
広
が
り
を
見
せ
た
︒

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
市
民
社
会
成
立
の
原
動
力
を
︑
自
由
に
な
り
た
い
と
い
う
願
望
と
し
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
︒
そ
れ
は
共
同
体
の
慣
習
と
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
に
疑
問
符
を
つ
け
︑
個
人
の
革
新
と
自
立
を
急
ぐ
こ
と
で
あ
る
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
違
い
︑
こ
こ
で
は
そ
の
原
動
力
は
性
的
な
活
動
性
で

あ
る
︒
し
か
し
人
間
の
性
衝
動
は
市
民
社
会
と
は
関
係
な
く
︑
人
間
存
在
に
固
有
な
は
ず
で
あ
る
︒
一
八
世
紀
の
市
民
社
会
の
成
立
に
よ
っ
て
こ

れ
に
リ
ア
ク
タ
ー
が
入
っ
た
理
由
を
シ
ョ
ー
タ
ー
は
︑
（一）
労
働
環
境
の
変
化
と
︑
（二）
初
等
教
育
の
導
入
に
見
て
い
る
︒
市
場
経
済
に
巻
き
込
ま

れ
た
家
族
は
︑
農
村
的
な
大
家
族
生
活
か
ら
︑
都
市
型
の
核
家
族
に
移
行
す
る
︒
当
然
︑
労
働
形
態
も
変
化
す
る
︒﹁
ワ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
と
プ
ラ

ッ
ト
は
︑
精
神
分
析
レ
ベ
ル
で
は
家
庭
と
職
場
の
分
離
が
原
因
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
父
親
が
家
族
の
輪
の
中
で
ず
っ
と
保
っ
て
い
た
プ
レ
ゼ

ン
ス
を
︑
外
で
の
平
日
の
仕
事
と
交
換
し
た
た
め
︑
あ
る
種
の
感
情
的
な
も
つ
れ
が
息
子
に
父
親
の
権
威
に
反
抗
す
る
よ
う
に
さ
せ
た
︒
父
親
が

も
は
や
感
情
的
に
養
育
し
な
く
な
っ
た
の
で
︑
男
の
子
は
も
は
や
父
親
に
従
う
必
要
が
な
く
な
っ
た（
11
（

﹂
息
子
た
ち
は
自
由
と
配
偶
者
を
求
め
る
︒

シ
ョ
ー
タ
ー
は
︑
エ
リ
ア
ス
が
習
俗
の
変
化
要
因
を
感
性
に
求
め
た
よ
う
に
︑
そ
れ
を
性
的
関
心
に
求
め
た
の
で
あ
る
︒

　

次
に
シ
ョ
ー
タ
ー
は
︑
非
嫡
出
の
爆
発
的
増
加
が
初
等
教
育
の
普
及
︑
具
体
的
に
は
識
字
率
の
上
昇
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
る
と
す
る
︒
論

理
的
思
考
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
︑
同
時
に
表
現
力
豊
か
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
︒﹁
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
は
抑
圧
を
命
じ
る
反
性
的
価
値
観
を
内
面
化
し
た
︒
し
か
し
︑
新
し
い
価
値
観
が
古
い
価
値
観
に
と
っ
て

代
わ
り
始
め
た
と
き
︑
満
足
に
対
す
る
超
自
我
の
制
限
は
︑
個
人
の
自
己
充
足
に
対
す
る
自
我
の
欲
求
に
道
を
譲
り
︑
性
的
満
足
が
こ
の
よ
り
大

き
い
人
格
目
的
に
不
可
欠
で
あ
る
と
み
な
す
ま
で
に
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
か
か
ら
な
か
っ
た（
11
（

︒﹂
す
な
わ
ち
性
的
に
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
願
望
の

背
後
に
は
市
場
経
済
が
あ
り
︑
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
び
と
か
ら
自
我
の
態
度
決
定
を
喚
起
し
︑
論
理
的
思
考
と
外
界
の
制
御
す
る
役
割
を
初

等
教
育
が
引
き
受
け
る
と
い
う
構
図
が
で
き
る
︒
と
り
わ
け
因
習
か
ら
解
放
さ
れ
︑
新
し
い
価
値
を
求
め
る
市
民
社
会
が
︑
地
位
や
経
済
力
の
格

差
の
上
に
つ
く
ら
れ
た
内
示
的

0

0

0

︵im
plizit

︶
な
﹁
操
作
﹂
の
段
階
を
脱
し
︑
初
等
教
育
に
よ
っ
て
愛
を
外
示
的

0

0

0

︵explizit

︶
に
﹁
表
現
﹂
で
き

る
能
力
を
手
に
入
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
の
構
造
と
似
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
無
自
覚
な
し
き
た
り
か
ら
自
己

を
解
放
し
て
︑
理
性
の
自
由
を
教
養
陶
冶
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
い
う
共
同
体
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
大
き
な
相
違
も
あ
る
︒
離
婚
や
︑
相
続
問
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題
や
︑
内
縁
関
係
と
い
っ
た
デ
リ
ケ
ー
ト
な
家
族
問
題
も
考
察
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
が
︑﹃
法
の
哲
学
﹄
で
は
家
族
の
性
モ
ラ
ル
に
は
ま
っ
た

く
触
れ
な
い
︒
こ
れ
は
観
念
論
哲
学
が
社
会
の
中
流
以
上
の
階
層
と
︑
高
等
教
育
を
受
け
た
聴
衆
・
読
者
を
対
象
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
必
然
と

も
い
え
よ
う
︒
家
族
に
監
視
さ
れ
な
い
が
︑
保
護
も
さ
れ
な
く
な
っ
た
個
人
が
︑
市
民
社
会
の
様
々
な
経
済
的
利
害
と
︑
人
間
的
欲
求
と
︑
政
治

的
圧
力
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
︑
新
た
に
手
に
入
れ
た
自
由
意
志
と
い
う
両
刃
の
剣
で
︿
愛
﹀
と
対
等
に
渡
り
合
っ
て
︑
手
馴
づ
け
る
︵
習
慣
化
す

る
︶
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
こ
と
な
の
か
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒

読
書
習
慣
に
よ
る
性
モ
ラ
ル
の
変
化

　

性
革
命
が
起
こ
っ
た
社
会
的
背
景
に
︑
一
八
─

一
九
世
紀
に
進
ん
だ
社
会
の
孤
立
化
と
教
育
改
革
に
よ
る
市
民
の
意
識
改
革
が
あ
る
こ
と
は
先

に
見
た
︒
教
区
や
村
社
会
の
絆
が
徐
々
に
緩
ん
だ
結
果
︑
独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
た
身
分
社
会
︑
あ
る
い
は
倫
理
的
規

定
に
よ
っ
て
特
別
視
さ
れ
て
い
た
共
同
体
が
解
体
し
︑
教
区
や
村
社
会
の
内
部
強
制
力
が
も
は
や
及
ば
な
い
︑
法
的
に
平
等
な
市
民
社
会
が
現
わ

れ
た
︒
そ
れ
に
加
え
て
一
八
〇
三
年
の
﹁
世
俗
化
﹂
に
よ
っ
て
︑
教
会
の
家
庭
に
対
す
る
倫
理
的
束
縛
が
緩
ん
だ
︒
さ
ら
に
家
庭
で
は
︑
労
働
環

境
の
変
化
に
よ
っ
て
父
親
と
扶
養
家
族
の
甘
い
関
係
が
解
消
し
︑﹁
奉
公
人
規
則
﹂
に
よ
っ
て
雇
用
関
係
に
変
化
が
生
じ
︑
さ
ら
に
教
育
シ
ス
テ

ム
の
整
備
に
よ
っ
て
識
字
率
が
高
ま
り
︑﹁
読
書
﹂
に
よ
る
精
神
の
解
放
が
進
ん
だ（
11
（

︒
実
際
こ
の
時
期
に
︑
家
族
と
社
会
と
の
緊
張
関
係
を
描
い

た
文
学
作
品
が
多
く
読
ま
れ
た
こ
と
は
︑
急
速
に
変
わ
る
社
会
構
造
と
道
徳
観
に
関
心
を
向
け
た
人
び
と
が
多
く
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

そ
の
一
人
が
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
っ
た
︒
彼
は
大
変
な
読
書
家
で
︑
著
作
の
中
で
そ
れ
ら
に
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
︒
最
後
に
︑
彼
の
読
書
履
歴
を
含

め
︑
市
民
社
会
成
立
と
関
わ
り
の
深
い
文
学
作
品
を
取
り
あ
げ
て
︑
哲
学
と
社
会
学
の
提
出
し
た
﹁
愛
と
性
﹂
を
め
ぐ
る
仮
説
が
ど
の
程
度
そ
こ

に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
検
証
し
て
み
る
︒

　

教
養
小
説
︵B

ildungsrom
an

︶
の
典
型
と
も
称
さ
れ
る
ゲ
ー
テ
の
﹃
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
﹄︵
一
七
九
五
／
九
六
年
︶

は
︑
裕
福
な
青
年
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
父
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
旅
芸
人
と
し
て
放
浪
を
続
け
る
な
か
︑
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
と
の
出
会
い
を
通
じ

て
自
我
を
形
成
し
て
い
く
物
語
で
あ
る（
11
（

︒
大
作
の
ち
ょ
う
ど
半
ば
あ
た
り
に
主
人
公
の
書
い
た
一
通
の
手
紙
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
に
挿
入
さ
れ
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る
が
︑
こ
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
﹁
市
民
の
役
割
﹂
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
世
界
観
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
︒
実
利
的
功
利
的
な

幸
福
を
市
民
生
活
の
目
的
と
す
る
義
弟
に
反
論
す
る
形
で
書
か
れ
た
書
簡
で
︑
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
貴
族
と
市
民
の
﹁
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
﹂
の
相
違
を
問

題
に
す
る
︒

　

貴
族
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
﹁
人
品
﹂︵Person

︶
で
あ
り
︑
こ
れ
は
生
来
の
も
の
で
市
民
に
は
真
似
で
き
な
い
︒
貴
族
が
身
に

つ
け
て
い
る
べ
き
端
正
で
︑
優
雅
で
︑
落
ち
着
き
払
っ
た
物
腰
︑
よ
く
通
る
声
︑
抑
制
が
き
い
た
思
慮
深
い
態
度
は
す
べ
て
﹁
力
﹂
と
さ
れ
る

が
︑
こ
れ
は
す
な
わ
ち
﹁
徳
﹂︵Tugend

︶
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
人
品
は
現
代
語
で
言
うC

harakter

と
言
い
換
え
う
る
か
も
し

れ
な
い
︒
貴
族
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
てC

haraktertugend

を
身
に
つ
け
て
い
る
と
い
う
考
え
は
中
世
以
来
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て

市
民
は
︑﹁
自
分
に
引
か
れ
て
い
る
境
界
線
の
中
で
純
粋
で
︑
静
か
な
気
分
で
﹂
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
言
う
︒﹁
市
民
は

﹃
自
分
は
何
者
だ
？
﹄
と
問
う
て
は
な
ら
な
い
︒﹃
自
分
は
何
を
持
っ
て
い
る
か
？
ど
ん
な
見
識
を
︑
ど
ん
な
知
識
を
︑
ど
ん
な
能
力
を
︑
ど
れ
だ

け
の
財
産
を
持
っ
て
い
る
か
﹄
と
問
え
る
だ
け
だ
﹂︵
レ
ク
ラ
ム
版
︑p. 302；

山
崎
訳
︵
中
︶︑
一
五
〇
頁
︶︒﹁
存
在
と
所
有
﹂
と
い
う
人
間
の

基
本
的
あ
り
方
か
ら
考
え
れ
ば
︑
貴
族
は
彼
自
身
と
し
て
す
で
に
卓
越
し
た
存
在
で
︿
あ
る
﹀
の
で
あ
り
︑
市
民
は
そ
れ
に
対
し
て
︿
持
つ
﹀︑

す
な
わ
ち
﹁
役
に
立
つ
よ
う
に
な
る
た
め
に
﹂︵um

 brauchbar zu w
erden

︶︑
い
ろ
い
ろ
な
能
力
を
磨
か
な
け
れ
ば
︵ausbilden

︶
な
ら
な
い

︵
同
︶︒
菅
利
恵
は
こ
の
二
つ
の
人
種
の
対
立
に
﹁
啓
蒙
の
言
説
﹂
の
影
響
を
見
る
︒

﹁
確
か
に
貴
族
と
い
う
存
在
は
︑
偶
然
性
を
許
容
し
な
い
世
界
観
に
そ
の
出
自
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
の
世
界
観
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
︑﹁
何
者
か
﹂

に
な
る
た
め
に
悩
む
必
要
が
な
い
の
は
当
然
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
市
民
は
︑
啓
蒙
の
言
説
を
通
し
て
社
会
の
可
変
性
を
う
な
が

し
︑
偶
然
性
の
露
出
に
加
担
し
た
当
の
本
人
で
あ
る
︒
与
え
ら
れ
た
社
会
秩
序
の
絶
対
視
を
や
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
は
旧
来
の
社
会
で

閉
ざ
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
手
に
し
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
無
限
の
可
能
性
と
誰
よ
り
も
直
接
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い（
11
（

︒﹂

　

貴
族
が
外
に
向
か
っ
て
﹁
影
響
を
与
え
﹂︑﹁
光
り
輝
く
﹂
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
︑
市
民
は
自
己
の
内
に
﹁
価
値
を
創
造
し
︑
や
り
遂
げ
﹂
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
こ
う
し
た
市
民
の
中
に
活
動
的
な
芸
術
家
を
見
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑
こ
れ
は
歴
史
的
に
見
た

近
代
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
ゲ
ー
テ
の
言
う
市
民
は
む
し
ろ
︑
貴
族
の
反
語
で
あ
り
︑
実
体
を
も
っ
た
社
会
的
存
在
に
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は
描
か
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
こ
と
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
劇
団
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
﹃
エ
ミ
ー
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
﹄
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

き
︑
大
公
の
侍
従
マ
リ
ネ
リ
を
演
じ
る
友
人
の
ゼ
ル
ロ
が
宮
廷
人
の
上
品
さ
を
丁
寧
に
解
説
す
る
の
に
対
し
て
︑
肝
心
の
エ
ミ
ー
リ
ア
や
オ
ド
ア

ル
ド
の
市
民
と
し
て
の
演
じ
方
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ら
れ
な
い
こ
と
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
よ
う
︵
第
五
巻
一
六
章
︑
山
崎
訳
︵
中
︶
二
五
三

頁
︶︒
貴
族
に
は
カ
ノ
ン
に
そ
っ
た
演
じ
方
が
あ
っ
て
も
︑﹁
偶
然
性
の
露
出
﹂
で
あ
る
市
民
に
は
そ
れ
が
な
い
︒
そ
の
偶
然
性
を
生
む
も
の
が

︿
愛
﹀
だ
と
い
え
る
︒

　

市
民
社
会
の
形
成
過
程
で
︑︿
愛
﹀
が
個
人
の
感
情
で
は
な
く
︑﹁
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
道
徳
性
の
尺
度
に
基
づ
く
﹂
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
菅
は
論
じ
る
︵
菅
前
掲
書
︑
三
〇
頁
︶︒
い
ま
だ
十
分
な
社
会
的
経
済
的
基
盤
を
も
た
な
い
市
民
階
級
は
︑﹁
愛
の
領
域
を
後
ろ
盾

に
し
て
旧
来
の
勢
力
に
対
峙
す
る
﹂︵
菅
前
掲
書
︑
三
九
頁
︶︒
先
述
の
﹃
エ
ミ
ー
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
﹄
で
は
︑
時
代
遅
れ
に
な
り
つ
つ
あ
る
宮

廷
の
権
威
に
し
が
み
つ
い
て
理
不
尽
な
求
愛
を
す
る
大
公
に
︑
主
人
公
と
父
親
が
愛
の
親
密
圏
を
形
成
し
︑
対
抗
す
る
︒﹃
た
く
ら
み
と
恋
﹄
で

は
︑
主
人
公
二
人
が
身
分
社
会
の
壁
を
越
え
て
純
愛
を
貫
こ
う
と
す
る
︒

﹁
わ
た
し
こ
の
世
で
は
あ
の
方
を
諦
め
て
い
る
の
︒
今
に
ね
︑
お
母
さ
ん
─
今
に
差
別
と
い
う
垣
根
が
倒
れ
て
︑
身
分
と
い
う
嫌
な
殻
が
脱と

れ
て
︑
人
間
が
只
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
に
な
る
時
が
来
れ
ば
︑
そ
の
時
こ
そ
は
ね
え
︒
─
そ
の
時
わ
た
し
の
持
っ
て
い
る
も
の
は
純
潔
と
い

う
も
の
だ
け
で
す
け
ど
︑﹇
︙
﹈
そ
の
時
に
は
涙
が
手
柄
︑
美
し
い
考
え
が
家
柄
と
い
う
風
に
値
踏
み
さ
れ
る
の
ね（
11
（

︒﹂

　

文
字
通
り
﹁
庭
の
垣
根
を
乗
り
越
え
て
﹂
や
っ
て
来
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
は
ル
イ
ー
ゼ
が
既
成
の
社
会
通
念
に
捕
ら
わ
れ
て
︑
愛
の
成
就
を

諦
め
て
い
る
の
を
見
て
︑﹁
愛
情
の
ほ
か
に
分
別
を
持
っ
て
い
る
﹂︵
同
︑
一
九
頁
︶
と
非
難
す
る
︒
逆
に
見
れ
ば
︑
分
別
を
な
く
し
た
愛
が
悲
恋

に
終
わ
る
こ
と
の
伏
線
が
こ
こ
に
張
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
は
﹃
エ
ミ
ー
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
﹄
と
同
様
︑﹃
た
く
ら
み

と
恋
﹄
も
情
熱
的
愛
が
自
己
破
壊
を
招
来
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
︒
市
民
階
級
の
台
頭
と
と
も
に
芽
生
え
た
﹁
自

由
意
志
﹂
と
︑
そ
の
果
実
で
あ
る
愛
の
危
う
さ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
︒
彼
は
﹃
美
学
﹄
の
中
で
も
︑
特
に

シ
ラ
ー
の
青
年
期
の
作
品
で
あ
る
﹃
群
盗
﹄
と
こ
の
﹃
た
く
ら
み
と
恋
﹄
を
あ
げ
て
︑﹁
理
想
の
擁
護
者
は
現
存
の
社
会
秩
序
の
敵
に
ま
わ
り
﹂︑

﹁
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
の
重
圧
や
苦
難
の
も
と
で
取
る
に
足
ら
な
い
些
事
や
情
念
に
と
ら
わ
れ
て
あ
が
き
ま
わ
る
﹂
と
し
て
い
る（
11
（

︒
二
つ
の
作
品
に
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共
通
す
る
の
は
︑
主
人
公
た
ち
が
手
に
い
れ
た
独
立
性
─
こ
こ
で
は
自
由
意
志
と
読
み
替
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
─
が
法
の
前
で
は
あ
ま
り

に
小
さ
な
︑
薄
弱
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
︑
必
然
的
に
犯
罪
を
と
も
な
っ
て
︑
没
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
︵
同
︶︒
こ
れ
は
﹃
法
の

哲
学
﹄
の
恋
愛
観
と
結
婚
観
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
先
に
見
た
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑﹁
興
味
の
全
体
が
二
人
の
男
女
の
心
の
動
き
だ
け
に
あ

る
と
さ
れ
る
と
︑
二
人
に
と
っ
て
無
限
に
重
要
な
こ
と
が
︑
実
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
に
な
る
﹂︵﹃
法
の
哲
学
﹄
第
一
六
二
条
︑
グ
リ
ー
ス

ハ
イ
ム
の
筆
記
録
︑
長
谷
川
訳
三
三
一
頁
︶
と
し
て
い
る
が
︑
そ
の
意
味
で
シ
ラ
ー
の
﹃
メ
ッ
シ
ー
ナ
の
花
嫁
﹄
は
﹁
愛
の
情
熱
と
激
情
に
か
ら

れ
た
蛮
行
﹂︵
第
一
一
八
条
︑
長
谷
川
訳
二
三
一
頁
︶
な
の
で
あ
る
︒
戯
曲
に
描
か
れ
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
は
し
ば
し
ば
愛
の
習
俗
共
同
体

で
あ
る
家
族
の
破
壊
者
と
な
る
︒

﹃
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
﹄
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
シ
ラ
ー
は
︑
個
人
が
普
遍
的
で
神
的
な
全
体
性
へ
と
昇
華
し
よ
う

と
す
る
試
み
の
中
で
挫
折
し
没
落
す
る
様
を
描
く
作
家
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
彼
が
シ
ラ
ー
の
戯
曲
を
愛
し
た
第
一
の
理
由
で
あ
ろ
う（
11
（

︒
そ
の
点
で

シ
ラ
ー
を
攻
撃
す
る
若
い
ロ
マ
ン
派
の
作
家
た
ち
︑
と
り
わ
け
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
を
彼
は
許
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
︵
弟
︶
は
︑﹁﹃
詩
の
詩
﹄
な
ど
と
称
し
な
が
ら
︑
実
は
み
じ
め
な
散
文
︑﹇
︙
﹈
往
々
卑
俗
無
意
味
か
つ
平
板
き
わ
ま
る
散
文
﹂︵﹃
美

学
﹄︑
六
九
八
頁
︶
し
か
書
け
な
い
詩
人
と
こ
き
下
ろ
さ
れ
る
が
︑
そ
の
散
文
と
は
彼
の
﹃
ル
ツ
ィ
ン
デ
﹄︵
一
七
九
九
年
︶
で
あ
ろ
う
︒
若
き
詩

人
が
二
七
歳
の
時
に
書
い
た
小
説
に
は
︑
彼
の
赤
裸
々
な
恋
愛
体
験
が
記
さ
れ
︑
そ
の
官
能
的
で
奔
放
な
愛
の
理
想
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
波
紋

を
社
会
に
投
げ
か
け
︑
文
壇
を
賛
否
両
論
で
引
き
裂
い
た（
1（
（

︒
ヘ
ー
ゲ
ル
を
苛
立
た
せ
た
の
は
︑
結
婚
を
前
提
と
し
な
い
自
由
恋
愛
観
で
あ
る
︒

﹁
愛
こ
そ
が
実
体
的
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
愛
は
こ
の
厳
粛
さ
に
よ
っ
て
価
値
を
失
う
の
で
︑
婚
姻
を
結
ぶ
儀
式
は
余
計
な
も
の
で
︑

形
ば
か
り
の
も
の
は
廃
止
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
︑
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
﹃
ル
ツ
ィ
ン
デ
﹄
で
﹇
︙
﹈
公
然
と
言
っ
て

い
る
︒
そ
こ
で
は
官
能
に
身
を
ま
か
せ
る
こ
と
が
愛
の
自
由
と
親
密
さ
の
証
明
と
し
て
推
奨
さ
れ
て
い
る
︒
ま
っ
た
く
誘
惑
者
た
ち
に
あ
り
が

ち
な
言
い
ぶ
ん
で
あ
る
︒﹂︵﹃
法
の
哲
学
﹄
第
一
六
四
条
︑
ホ
ト
ー
に
よ
る
筆
記
録
︶

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
︑
婚
外
の
性
交
渉
が
男
女
に
お
い
て
別
々
の
帰
結
を
も
た
ら
す
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
男
は
自
己
の

習
俗
の
場
を
家
庭
以
外
に
も
も
っ
て
い
る
た
め
︑
婚
外
交
渉
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
は
な
ら
な
い
が
︑
未
婚
の
女
性
は
官
能
に
身
を
ま
か
せ
る
と
︑
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﹁
名
誉
を
失
う
﹂
こ
と
に
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
未
婚
の
女
性
の
使
命
は
︑
本
質
的
に
も
っ
ぱ
ら
婚
姻
関
係
の
中
に
あ
る
﹂︵
同
︶
か
ら
で
あ
る
︒

よ
っ
て
︑﹁︵
未
婚
の
女
性
に
は
︶
愛
が
婚
姻
の
形
姿
を
と
り
︑
愛
の
中
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
互
い
に
真
に
理
性
的
な
関
係
を
獲
得
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
﹂
の
で
あ
る
︵
同
︶︒
こ
の
議
論
の
中
に
︑
当
時
社
会
問
題
化
し
て
い
た
婚
外
子
の
反
映
を
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
︒
逆

に
見
れ
ば
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
忌
み
嫌
う
﹃
ル
ツ
ィ
ン
デ
﹄
は
︑
新
し
い
性
モ
ラ
ル
へ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
だ
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
︒

　

エ
ミ
ー
リ
ア
の
官
能
で
あ
れ
︑
ル
イ
ー
ゼ
の
身
分
違
い
の
恋
で
あ
れ
︑
ル
ツ
ィ
ン
デ
の
妖
艶
な
魅
力
で
あ
れ
︑
家
族
の
習
俗
に
収
ま
ら
な
い
恋

愛
感
情
が
好
ん
で
描
か
れ
︑
そ
れ
が
多
く
の
読
者
と
聴
衆
を
引
き
つ
け
た
の
は
︑
市
民
社
会
の
性
モ
ラ
ル
が
時
代
の
挑
戦
を
受
け
て
も
が
い
て
い

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
そ
の
呻
吟
の
表
現
主
体
と
︑
改
革
者
︑
そ
し
て
犠
牲
者
が
一
八
─

一
九
世
紀
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
こ
の
時

代
の
﹁
未
婚
の
母
﹂
と
い
う
社
会
現
象
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

註＊  

本
稿
は
2
0
2
2
年
度
科
学
研
究
費
︵
基
盤
研
究
C
﹃
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
歴
史
的
・
文
化
史
的
考
察
﹄︑
課
題
番
号21K

00442

︶
に
よ
る
研
究
成
果
で

あ
る
︒

（
（
） 

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
﹃
文
明
化
の
過
程
﹄
上
・
下
︵
赤
井
慧
爾
／
中
山
元
保
／
吉
田
正
勝
訳
︶
法
政
大
学
出
版
局　

一
九
九
八
年
︒

（
（
） 

本
稿
で
最
も
重
要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
るSittlichkeit

は
従
来
﹁
人
倫
﹂
と
訳
す
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
語
が
部
族
社
会
か
ら
歴
史
的

慣
例
を
積
み
重
ね
て
形
成
さ
れ
て
き
た
﹁
し
き
た
り
﹂︵Sitte

︶
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
本
稿
で
は
﹁
習
俗
﹂
と
訳
し
︑
長
谷
川
宏
訳

に
準
ず
る
場
合
は
﹁
共
同
体
の
倫
理
﹂
と
す
る
こ
と
と
す
る
︒
な
お
訳
文
は
基
本
的
に
以
下
の
ド
イ
ツ
語
原
典
か
ら
お
こ
な
い
︑
作
品
社
版
長
谷
川
訳

や
岩
波
書
店
版
上
妻
・
佐
藤
・
山
田
訳
を
参
照
す
る
場
合
は
適
宜
断
っ
た
︒G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel: G

rundlinien der Philosophie des 
Rechts oder N

aturrecht und Staatsw
issenschaft im

 G
rundrisse. M

it H
egels eigenhändigen N

otizen und den m
ündlichen Zusätzen. Frankfurt 

a.M
. (Suhrkam

p) 2020.　

ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
哲
学
講
義
﹄︵
長
谷
川
宏
訳
︶
作
品
社　

二
〇
二
二
年
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
の
哲
学　

自
然
法
と
国
家
法
の
要
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綱
﹄
上
・
下
巻
︵
上
妻
精
／
佐
藤
康
邦
／
山
田
忠
彰
訳
︶
岩
波
書
店　

二
〇
〇
一
年
︒
長
谷
川
訳
に
は
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
に
よ
る
筆
記
録
︑
上
妻
訳
に

は
ホ
ト
ー
に
よ
る
筆
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
著
作
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
翻
訳
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
法
の
哲
学
﹄
で
統
一
し
た
︒

（
（
） 
本
稿
で
は
︑
一
般
に
は
﹁
実
体
﹂
と
訳
さ
れ
るSubstanzialität

を
長
谷
川
に
倣
い
﹁
共
同
体
﹂
と
訳
す
︒
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
い
て
は
現
象
の
背
後

に
イ
デ
ア
的
な
も
の
︵
理
念
︶
が
あ
り
︑
そ
れ
が
実
体
︵Substanz 

形
態
︶
を
と
り
現
れ
る
と
考
え
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
で
は
こ
の
実
体
化
を
進

め
る
の
が
﹁
精
神
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
は
イ
デ
ア
自
身
で
も
あ
る
︒
家
族
の
精
神
が
実
体
化
す
れ
ば
︑
習
俗
的
な
共
同
体
と
な
る
︒

（
（
） 

ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
﹃
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
﹄︵
呉
茂
一
訳
︶
岩
波
書
店　

一
九
九
五
年
︒﹁
ま
た
あ
な
た
の
お
布
令
に
︑
そ
ん
な
力
が
あ
る
と
も
思
え
ま
せ
ん

で
し
た
も
の
︑
書
き
記
さ
れ
て
は
い
な
く
て
も
揺
る
ぎ
な
い
神
さ
ま
方
が
お
定
め
の
掟
を
︑
人
間
の
身
で
破
り
す
て
が
で
き
よ
う
な
ど
と
︒
だ
っ
て
も

そ
れ
は
今
日
や
昨
日
の
こ
と
で
は
け
し
て
な
い
の
で
す
﹂︵
三
四
頁
︶︒
ヘ
ー
ゲ
ル
が
﹃
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
﹄
を
愛
読
し
た
こ
と
は
特
に
﹃
美
学
﹄
講
義

で
頻
繁
に
言
及
す
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
︒

（
（
） 

神
山
伸
弘
﹃
生
命
あ
る
善
と
し
て
の
家
族
─
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
の
哲
学
﹄
に
お
け
る
人
倫
的
実
体
の
始
め
の
姿
に
つ
い
て
─
﹄︑﹃
跡
見
学
園
女
子
大

学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹄
第
三
巻
︵
二
〇
〇
五
︶︑
四
一
─

六
一
頁
収
録
︒

（
（
） 

神
山
︑
四
四
頁
︒

（
（
） 

Joachim
 R

itter: M
oralität und Sittlichkeit. Zu H

egels A
useinandersetzung m

it der K
antischen Ethik. In: M

aterialien zu H
egels R

echts-
philosophie. B

d. 2, hrsg. von M
anfred R

iedel. Frankfurt a.M
. 1975, pp. 217-244.

（
（
） 

M
anfred R

iedel: H
egels B

egriff der „B
ürgerlichen G

esellschaft

“ und das Problem
 seines geschichtlichen U

rsprungs. In: M
aterialien zu 

H
egels R

echtsphilosophie, B
d. 2, H

rsg. von M
anfred R

iedel. Frankfurt a.M
. 1975, pp. 247-275, here p. 247. R

iedel

は
こ
こ
で
﹃
法
の
哲

学
﹄
を
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
験
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
に
よ
る
﹁
解
放
運
動
﹂
の
文
脈
で
読
む
べ
き
だ
と
し
て
い
る
︒

（
（
） 

無
理
と
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
︑
市
民
社
会
は
国
家
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
逆
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

参
照
:
第
一
八
二
条
︑
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
︒

（
（0
） 

信
仰
や
良
心
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
︑
第
一
四
七
条
︑
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の
筆
記
録
︑
長
谷
川
訳
三
〇
二
頁
を
参
照
︒

（
（（
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄1103 a 14.

（
（（
） 

同
﹃
大
倫
理
学
﹄1186 a 

（
（（
） 

Edw
ard Shorter: Illegitim

acy, Sexual R
evolution, and Social C

hange in M
odern Europe. In: C

entral European H
istory 34 (1971), pp. 

237-272.
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（
（（
） 

リ
ュ
ー
デ
ィ
ガ
ー
・
ザ
フ
ラ
ン
ス
キ
ー
﹃
E
・
 T
・
 A
・
ホ
フ
マ
ン
─
あ
る
懐
疑
的
な
夢
想
家
の
生
涯
﹄︵
識
名
章
喜
訳
︶
法
政
大
学
出
版
局　

一
九

九
四
年
︑
二
六
一
頁
︒

（
（（
） 

Shorter, p. 238.

（
（（
） 

こ
れ
に
対
し
︑﹁
性
革
命
﹂
の
社
会
的
影
響
を
低
く
見
積
る
研
究
者
も
い
る
︒﹁
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
︑
婚
外
子
が
農
村
社
会
の
枠
組
み
に
受
け
入
れ
ら
れ
︑

社
会
的
統
制
が
不
要
に
な
っ
た
︒ 

婚
外
子
と
家
族
の
保
持
と
の
間
に
本
質
的
な
対
立
は
な
か
っ
た
︒ 

婚
外
子
た
ち
は
︑
家
族
の
和
解
で
当
然
の
分
け

前
を
受
け
取
れ
た
︒﹂W

. R
. Lee: B

astardy and the socioeconom
ic structure of South G

erm
any. In: Journal of Interdisciplinary H

istory, 7 
(1977), pp. 403-425, p. 416.

し
か
し
な
が
ら
︑
リ
ー
は
否
定
す
る
が
︑
一
八
〇
三
年
に
ド
イ
ツ
帝
国
代
表
者
会
議
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
﹁
世
俗
化
﹂

で
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
経
済
基
盤
を
失
い
︑
弱
体
化
し
た
こ
と
が
モ
ラ
ル
の
低
下
に
拍
車
を
か
け
た
と
い
う
仮
説
に
は
一
考
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒

（
（（
） 

Shorter, p. 238

.

（
（（
） 

オ
ス
カ
ー
・
P
・
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
︑
婚
外
子
問
題
が
一
八
世
紀
半
ば
に
深
刻
な
社
会
問
題
化
し
た
こ
と
を
背
景
に
︑
私
生
児
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
特
に

﹁
疾
風
怒
濤
﹂
時
代
の
ド
イ
ツ
文
学
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
︑
そ
の
一
例
と
し
て
作
家
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
レ
オ
ポ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ

ー
︵H

einrich Leopold W
agner, 1747-1779

︶
の
﹃
子
殺
し
女
︵K

inderm
örderin

︶﹄
を
分
析
し
た
︒O

scar H
elm

ut W
erner: The unm

arried 
m

other in G
erm

an Literature w
ith special reference to the period 1770-1800. C

olum
bia U

P 1917.

（
（（
） 

Shorter, p. 245f. ﹁
寡
夫
と
な
っ
た
農
夫
や
村
の
役
人
が
教
区
か
ら
若
い
娘
を
使
用
人
と
し
て
雇
い
︑
遠
回
し
に
結
婚
話
を
ち
ら
つ
か
せ
︑
出
産
が
近

づ
く
と
家
か
ら
追
い
出
し
た
﹂︵
同
︑p.246

︶︒
シ
ョ
ー
タ
ー
は
︑
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
私
生
児
の
出
生
は
全
体
の
三
％
だ
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち
半
分
は

主
人
と
使
用
人
の
不
平
等
な
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
︒

（
（0
） 

プ
ロ
イ
セ
ン
で
も
一
八
一
〇
年
に
同
規
則
は
公
布
さ
れ
て
い
る
︒
奉
公
人
の
歴
史
と
地
位
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
を
参
照
︒
酒
井
綱
紀
﹃
バ
イ
エ

ル
ン
王
国
の
1
8
3
4 年
定
住
・
婚
姻
関
連
法
と
農
業
奉
公
人
﹄︑﹃
土
地
制
度
史
学
﹄
第
一
七
三
号
︵
二
〇
〇
一
年
︶︑
一
七
─

三
二
頁
収
録
︒https://

w
w

w.jstage.jst.go.jp/article/tochiseido/44/1/44_K
J00005122069/_pdf

︵
二
〇
二
三
年
二
月
一
四
日
現
在
︶︒
坂
井
はLee

︵1978

︶
に
基
づ
い

て
︑
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
農
村
部
で
婚
外
子
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
︑
同
時
に
妊
娠
し
た
奉
公
人
が
村
か
ら
追
放
さ
れ
る
事
例
も
紹
介
し

て
い
る
︒

（
（（
） 

Shorter, p. 247.

（
（（
） 

Shorter, p. 247.
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（
（（
） 

Shorter, p. 248.

シ
ョ
ー
タ
ー
は
以
下
の
研
究
に
基
づ
い
て
い
る
︒Fred W

einstein/ G
erald M

. Platt: The W
ish to be Free: Society, Psyche, 

and Value C
hange, B

arkeley 1969.

ワ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
と
プ
ラ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
父
親
の
権
威
へ
の
反
抗
が
男
子
だ
け
に
起
こ
っ
た
と
考
え
て
い
る

が
︑
シ
ョ
ー
タ
ー
は
す
で
に
一
七
〇
〇
年
代
の
終
わ
り
に
女
子
に
も
起
こ
っ
て
い
た
と
主
張
す
る
︒

（
（（
） 

Shorter, p. 252.　

同
様
にLee (1977)

も
識
字
率
の
上
昇
が
文
学
作
品
に
触
れ
る
機
会
を
提
供
し
︑
こ
れ
が
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
傾
向
を
助
長
し
た

と
し
て
い
る
︒﹁
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一
七
七
四
年
に
義
務
教
育
制
が
導
入
さ
れ
た
後
︑
北
ド
イ
ツ
か
ら
の
人
気
小
説
の
流
入
が
増
加
し
︑
特
定
の

社
会
集
団
の
﹁
反
カ
ト
リ
ッ
ク
﹂
感
情
に
貢
献
し
た
︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
︑
一
九
世
紀
の
信
仰
の
衰
え
は
︑
特
定
の
文
学
作
品
に
容
易
に
関
連
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
が
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
︑
識
字
率
の
向
上
は
宗
教
的
信
仰
に
お
け
る
魔
法
的
要
素
や
迷

信
的
要
素
を
最
小
限
に
抑
え
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
と
社
会
宗
教
的
行
動
規
範
と
の
間
の
対
立
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒﹂Lee (1977), p. 

414. O
tto B

runner: Staat und G
esellschaft im

 vorm
ärzlichen Ö

sterreich im
 Spiegel von J. B

eidtels G
eschichte der Ö

sterreichischen 
Staatsverw

altung, 1740-1848. In: W
erner C

onze (ed.) Staat und G
esellschaft im

 deutschen Vorm
ärz, 1815-1848. Stuttgart 1962.

こ
の
こ

と
は
︑
一
八
世
紀
後
半
に
多
く
の
読
書
ク
ラ
ブ
が
ド
イ
ツ
で
作
ら
れ
︑
読
書
し
︑
論
議
す
る
公
衆
が
﹁
文
芸
公
共
圏
﹂
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
と
も
符

合
す
る
︒
参
照
:
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
﹃
公
共
性
の
構
造
転
換
﹄︵
細
田
貞
雄
・
山
田
正
行
訳
︶
未
來
社　

二
〇
〇
一
年
︑
一
〇
三
頁
以
下
︒

こ
の
文
芸
公
共
圏
に
つ
い
て
は
以
下
の
特
集
が
あ
る
︒﹃
特
集
:
文
芸
公
共
圏
﹄︑﹃
ド
イ
ツ
文
学
﹄︵
日
本
独
文
学
会
編
︶
一
六
〇
号
︵
二
〇
一
九
︶︑

一
─

一
五
四
頁
収
録
︒
た
だ
し
︑
収
録
論
文
の
主
関
心
は
︑
公
共
圏
で
読
書
す
る
公
衆
の
政
治
・
経
済
的
動
向
で
あ
り
︑
宗
教
や
恋
愛
観
に
つ
い
て
の

社
会
学
的
考
察
は
な
い
︒

（
（（
） 

Lee (1977), p. 414f.

（
（（
） 

ゲ
ー
テ
﹃
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
﹄︵
上
︶︵
山
崎
章
甫
訳
︶
岩
波
書
店　

二
〇
〇
七
年
︒Johann W

olfgang G
oethe: W

ilhelm
 

M
eisters Lehrjahre. Philipp R

eclam
 jun., Stuttgart 1986.

（
（（
） 

菅
利
恵
﹃﹁
愛
の
時
代
﹂
の
ド
イ
ツ
文
学　

レ
ン
ツ
と
シ
ラ
ー
﹄
彩
流
社　

二
〇
一
八
年
︑
二
七
頁
︒

（
（（
） 

シ
ラ
ア
﹃
た
く
ら
み
と
恋
﹄︵
実
吉
捷
郎
訳
︶
岩
波
書
店　

一
九
九
一
年
︑
一
七
頁
︒
旧
字
︑
旧
仮
名
遣
い
を
改
め
た
︒

（
（（
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
美
学
﹄
第
一
巻
の
下
︵
竹
内
敏
雄
訳
︶
岩
波
書
店　

昭
和
四
九
年
︑
五
八
七
頁
︒
旧
字
︑
旧
仮
名
遣
い
を
改
め
た
︒

（
（0
） 

菅
に
よ
れ
ば
︑
シ
ラ
ー
は
﹃
哲
学
書
簡
﹄
で
︑
神
的
全
体
性
︵
国
家
や
共
同
体
︶
へ
の
昇
華
を
可
能
に
す
る
も
の
が
愛
だ
と
捉
え
て
い
る
が
︑
ヘ
ー
ゲ

ル
に
は
そ
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
︒
菅
前
掲
書
︑
一
一
二
頁
以
下
参
照
︒

（
（（
） 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
﹃
ル
ツ
ィ
ン
デ
﹄︵
武
田
利
勝
訳
︶
幻
戯
書
房　

二
〇
二
二
年
︒
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Shorter (1971), p. 265より


