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西
澤
直
子
著
『
福
澤
諭
吉
と
女
性
』

周

暁

霞

は
じ
め
に

男
と
女
（
夫
と
妻
）
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
は
、
女
性
史
研
究
に

と
っ
て
避
け
て
通
れ
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
理
想
の
男
女

（
夫
婦
）
倫
理
関
係
を
築
き
、
特
に
そ
の
関
係
の
な
か
で
女

（
妻
）
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
は
、
今
昔
を
問
わ
ず

人
々
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
期
日
本
の
人
々
は
、
時
代
の
進
む
べ
き
方
向
を
は
っ
き
り

と
見
据
え
て
い
た
の
か
。
急
速
な
近
代
化
を
推
し
進
め
る
か
れ
ら

の
目
の
前
に
は
、
確
か
な
構
図
と
し
て
、
目
標
と
し
て
追
い
求
め

よ
う
と
し
て
い
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
社
会
が
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
、
西
洋
文
明
に
賛
嘆
の
声
を
あ
げ
る
と
同
時
に
、
西
洋

の
制
度
や
技
術
・
文
化
・
思
想
な
ど
を
導
入
す
る
こ
と
に
力
を
注

い
だ
。
そ
の
一
方
で
警
戒
心
を
抱
い
た
人
々
は
、
今
ま
で
の
伝
統

的
な
習
慣
や
価
値
観
を
固
守
し
な
が
ら
、
文
明
開
化
の
国
に
適
す

る
規
範
を
提
出
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
急
激
な
大
転
換
期
に
生

ず
る
伝
統
と
近
代
化
と
の
葛
藤
は
、
西
洋
文
明
に
礼
讃
す
る
人
と

警
戒
す
る
人
と
の
間
に
お
い
て
も
、
ま
た
同
一
人
物
に
お
い
て
も

よ
く
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
中
津
留
別
の
書
」
に

お
け
る
福
澤
な
り
の
「
夫
婦
有
別
」
に
関
す
る
解
釈
で
あ
る
。
な

ぜ
福
澤
諭
吉
は
こ
の
よ
う
な
儒
学
的
概
念
を
利
用
し
て
解
釈
し
た

か
、
な
ぜ
こ
う
し
た
女
性
論
を
展
開
し
た
か
、
福
澤
は
如
何
に
女

性
論
を
構
築
し
た
か
、
そ
の
構
図
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
か
、

福
澤
諭
吉
は
ど
う
読
ま
れ
た
か
。『
福
澤
諭
吉
と
女
性
』
は
、
こ

れ
ら
の
問
題
を
考
え
て
い
る
読
者
に
詳
細
か
つ
明
快
な
ひ
と
つ
の

考
え
を
提
供
す
る
。
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一
�
本
書
の
構
成
と
内
容

本
書
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

男
も
人
な
り
女
も
人
な
り

第
一
章

福
澤
諭
吉
の
女
性
論

第
二
章

明
治
維
新
と
士
族
女
性

第
三
章

「
一
身
独
立
」
す
る
女
性

第
四
章

近
代
構
想
と
女
性
論

第
五
章

人
間
交
際
と
し
て
の
男
女
交
際

第
六
章

私
徳
と
男
ら
し
さ

第
七
章

諭
吉
と
錦

第
八
章

最
後
の
決
戦

第
九
章

福
澤
諭
吉
は
ど
う
読
ま
れ
た
か

お
わ
り
に

福
澤
女
性
論
の
今
日
的
意
義

日
本
近
代
の
黎
明
期
に
あ
た
っ
て
、「
西
洋
社
会
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
制
度
と
理
念
の
全
容
を
噛
み
砕
い
て
紹
介
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
（
1
）
」『
西
洋
事
情
』、
思
想
的
原
点
と
し
て
の
「
中
津
留
別

の
書
」、「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と

云
え
り
」
で
始
ま
る
当
時
の
驚
異
的
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
学
問
の

す
ゝ
め
』
な
ど
の
著
作
に
は
、
福
澤
諭
吉
の
女
性
問
題
に
関
す
る

論
述
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
後
、「
日
本
婦
人
論
」『
日
本
婦
人
論

後
編
』『
品
行
論
』『
男
女
交
際
論
』『
男
女
交
際
余
論
』『
日
本
男

子
論
』
な
ど
の
体
系
的
女
性
論
を
執
筆
し
、「
女
大
学
」
で
縛
ら

れ
た
日
本
女
性
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
真
摯
な
る
努
力
や

具
体
策
を
示
す
『
女
大
学
評
論

新
女
大
学
』
を
世
に
問
う
。
こ

の
著
書
は
福
澤
の
女
性
論
の
総
決
算
と
見
な
さ
れ
る
。
彼
の
女
性

論
は
、
男
女
平
等
、
一
夫
一
婦
、
蓄
妾
反
対
、
再
婚
自
由
な
ど
時

代
に
先
立
つ
思
想
が
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。

女
性
の
社
会
的
地
位
や
役
割
を
論
じ
る
こ
と
は
、
福
澤
諭
吉
の

生
涯
を
通
じ
て
の
関
心
事
で
あ
る
。
な
ぜ
福
澤
が
そ
こ
ま
で
女
性

の
地
位
や
役
割
、
有
様
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、「
そ
れ
が
彼
の
近

代
化
構
想
と
大
き
く
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代

化
を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
女
性
が
果
た
す
役
割
は
重
要
な
課
題

で
あ
っ
た
」（
�
頁
）
と
著
者
は
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
の
見
解
と
し
て
、
福
澤
の
女
性
論
の
根
本
は
、

「
男
も
人
な
り
女
も
人
な
り
」（『
学
問
の
す
ゝ
め
』）
に
凝
集
さ
れ

て
い
る
と
見
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
福
澤
の

女
性
論
を
彼
の
思
想
の
全
体
的
な
流
れ
か
ら
、「
つ
ま
り
福
澤
の

な
か
で
の
思
想
的
問
題
か
ら
」（
�
頁
）
論
じ
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
、
著
者
は
福
澤
の
女
性
論
の
著
作
に
注
目
す
る
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
著
作
以
外
の
書
簡
や
福
澤
の
実
践
活
動
、
彼
の
主
張
し

た
女
性
論
と
日
常
生
活
と
の
差
異
、
読
者
の
反
応
に
も
留
意
し
て

史

学
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検
討
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
も
本
書
の
特
色
だ
と
言
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
特
に
、
女
性
を
前
近
代
的
な
精
神
や
意
識
な
ど
の
束
縛

か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
た
福
澤
は
、
実
際
面
で
は
そ
れ
と
矛
盾
す

る
よ
う
な
行
動
も
と
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
福
澤
の
娘
た
ち
が

一
時
横
浜
の
共
立
女
学
校
に
入
学
し
た
が
、
す
ぐ
に
退
学
し
て
し

ま
っ
た
。
実
は
福
澤
は
女
子
教
育
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
施
策
を

試
み
て
お
り
、
ま
た
、
娘
た
ち
に
学
校
教
育
を
受
け
さ
せ
た
り
、

留
学
を
さ
せ
た
り
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
娘
た
ち
の
教
育
上

で
妻
・
錦
の
意
見
が
影
響
力
を
発
揮
し
た
こ
と
を
著
者
は
明
ら
か

に
し
て
、
そ
の
思
想
と
行
動
と
の
矛
盾
を
解
明
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
福
澤
よ
り
家
格
の
高
い
錦
と
の
「
格
差
婚
」
と
い
う
指
摘
も

明
快
、
か
つ
読
者
の
興
味
を
ひ
く
。
こ
れ
ら
は
福
澤
の
女
性
論
に

新
た
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

女
性
論
を
最
初
に
唱
え
た
「
中
津
留
別
の
書
」
や
『
学
問
の

す
ゝ
め
』
に
お
い
て
、
福
澤
が
男
女
平
等
論
を
繰
り
返
し
て
唱
導

し
た
の
は
、
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
「
一
身
独
立
」
を
女
性
に

も
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
身
独
立
」
す
る
女
性

も
、
近
代
日
本
の
形
成
に
つ
な
が
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
。
ま
た
、

構
想
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
践
面
で
も
、
福
澤
は
女
子
教
育
と

授
産
に
関
す
る
施
策
を
試
み
て
い
た
。
著
者
は
、「
女
学
所
」
の

設
立
と
慶
應
義
塾
衣
服
仕
立
局
の
設
立
な
ど
の
福
澤
の
施
策
を
捉

え
、
福
澤
が
「
単
に
美
辞
を
並
べ
た
理
想
論
を
語
る
の
で
は
な

く
」（
７５
頁
）、「
一
身
独
立
」
す
る
女
性
を
育
成
す
る
た
め
に
、

積
極
的
に
実
践
活
動
を
も
行
っ
て
い
た
と
説
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
福
澤
は
、
明
治
一
八
年
か
ら
二
○
年
代
初
期
に
か
け
て

執
筆
し
た
体
系
的
女
性
論
で
は
、
女
性
に
対
す
る
社
会
的
圧
制
、

男
女
関
係
を
歪
ま
せ
た
要
因
と
し
て
の
儒
教
や
日
本
の
封
建
制
、

古
来
の
習
慣
を
批
判
し
た
上
で
、
望
ま
し
い
女
性
像
を
示
し
た
。

さ
ら
に
、
男
性
の
不
品
行
を
糺
し
、
男
性
の
固
定
観
念
や
意
識
を

変
え
る
た
め
の
方
策
を
も
見
出
し
た
。
男
女
交
際
の
重
要
性
を
論

じ
、
文
明
的
な
男
女
交
際
を
推
し
進
め
て
も
い
る
。
日
本
女
性
を

鎖
か
ら
解
く
熱
意
や
努
力
の
込
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
著
書
は
、
世

に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
彼
は
女
性
に
交

際
の
場
を
提
供
す
る
た
め
に
、
女
性
の
立
食
パ
ー
テ
ィ
ー
や
、
落

語
、
音
楽
会
な
ど
も
自
宅
で
催
し
た
。
社
会
形
成
の
実
践
活
動
と

な
る
集
会
へ
の
女
性
の
参
加
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
で
は
、
新
し
い
「
家
」
の
確
立
も
、
福
澤
の
近
代
構

想
に
お
け
る
重
要
な
課
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
新
し
い
独
立
す
る

「
家
」
の
確
立
は
、
近
代
日
本
形
成
の
基
礎
と
な
る
。
さ
ら
に
、

近
代
日
本
の
形
成
や
近
代
の
「
家
」
の
構
築
に
は
、
女
性
の
力
と

役
割
も
不
可
欠
な
も
の
だ
と
福
澤
は
認
識
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

近
代
的
女
性
の
役
割
も
要
求
さ
れ
る
。
福
澤
の
考
え
で
は
、
女
性
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も
一
人
前
の
一
人
と
な
り
、「
立
派
に
国
の
政
事
の
相
談
相
手
」

に
な
り
、
国
を
支
え
る
力
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
明
治
三
一
年
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
、
生
涯
最
後
の
著

述
に
な
る
『
女
大
学
評
論

新
女
大
学
』
に
は
、
福
澤
の
成
熟
し

た
女
性
観
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
「
女
大
学
評
論
」「
新

女
大
学
」
の
草
稿
と
成
稿
過
程
を
推
敲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加

筆
訂
正
や
文
字
の
変
化
な
ど
の
細
部
を
福
澤
が
持
つ
意
図
に
結
び

つ
け
な
が
ら
、「
貝
原
益
軒
や
「
女
大
学
」
に
対
す
る
厳
し
い
批

判
、
男
性
の
視
点
で
の
考
察
の
重
要
性
、
モ
ラ
ル
の
形
成
を
担
う

家
風
の
役
割
と
い
っ
た
点
が
強
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な

わ
ち
こ
れ
ら
の
点
が
、
執
筆
に
あ
た
り
も
っ
と
も
意
図
す
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
」（
２０４
頁
）
と
い
う
論
点
を
提
出
し
て
い
る
。
維
新

後
、「
女
大
学
」
的
意
識
が
潜
在
し
た
そ
の
時
代
で
は
、「
新
女
大

学
主
義
」
を
掲
げ
る
福
澤
の
「
女
大
学
評
論
」「
新
女
大
学
」
は

大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
京
都
府
高
等
女
学
校
校
長
河
原
一
郎
氏

が
『
女
大
学
評
論

新
女
大
学
』
を
危
険
思
想
と
し
て
認
識
し
た

禁
書
事
件
も
起
こ
っ
た
。
著
者
は
『
時
事
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た

河
原
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
抽
出
し
、
教
育
勅
語
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
女
性
に
犠
牲
を
強
い
、
犠
牲
的
精
神
こ
そ
美
徳

と
す
る
社
会
や
、
夫
を
絶
対
と
し
、
夫
に
従
う
こ
と
が
和
で
あ
る

教
育
勅
語
が
描
く
社
会
は
、
福
澤
の
近
代
構
想
と
ま
っ
た
く
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」（
２２１
頁
）
と
論
述
し
て
い
る
。「
女
大
学

風
の
教
育
」
対
「
新
女
大
学
主
義
」
と
い
う
決
戦
に
お
い
て
、
福

澤
の
指
摘
す
る
多
く
の
問
題
点
、
た
と
え
ば
意
識
の
変
革
な
ど
が

解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
、「
新
女
大
学
主
義
」
が
決
戦
に
敗
れ
た
の

は
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
福
澤
の
女
性
論
が
彼
の
近
代
構
想
と
結
び
つ
い
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
、
精
緻
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
よ

う
に
西
洋
の
思
想
に
触
れ
、
同
様
の
見
聞
を
通
じ
な
が
ら
も
、
福

澤
と
同
時
代
に
お
け
る
知
識
人
が
異
な
っ
た
女
性
論
に
至
っ
た
理

由
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、「
福
澤
女
性
論
の

根
本
に
は
、
単
に
書
物
や
外
来
思
想
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
た
ち

を
と
り
ま
く
現
実
、
こ
と
に
彼
の
身
近
に
あ
っ
た
士
族
女
性
の
現

状
へ
の
認
識
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
明
治
維
新
と
そ
の
後
の
近
代
化

の
な
か
で
女
性
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
位
置
づ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
強
い
問
題
意
識
が
発
展
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
」（
５５
頁
）
と
説
得
力
を
以
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。

近
代
日
本
で
は
、
福
澤
は
ど
う
読
ま
れ
た
か
に
つ
い
て
も
、
著

者
は
賛
成
論
と
反
対
論
を
持
つ
数
々
の
人
物
の
、
福
澤
の
女
性
論

に
対
す
る
考
え
を
紹
介
し
て
い
る
。
な
ぜ
反
体
制
側
に
受
け
入
れ

ら
れ
、
体
制
側
か
ら
常
に
批
判
さ
れ
続
け
た
か
。
著
者
は
こ
う
解

釈
し
て
い
る
。「
福
澤
が
描
い
た
近
代
は
、
男
女
と
も
に
自
主
独

史
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立
と
自
由
を
得
、
主
体
的
に
社
会
を
形
成
し
、
国
家
を
支
え
る
姿

で
あ
っ
た
。
前
近
代
的
な
定
め
ら
れ
た
枠
組
、
す
な
わ
ち
国
民
が

客
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
日
本
の
近
代
化
は
強
く
富
ん
だ
国
家
を
作

る
た
め
に
、
個
人
が
そ
の
犠
牲
と
な
る
こ
と
を
美
徳
と
す
る
体
制

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
特
に
女
性
は
、
夫
や
息
子
に
尽
く
す
こ

と
が
正
し
い
生
き
方
で
あ
る
と
さ
れ
た
。」（
２５１
頁
）。
こ
れ
は
読

者
た
ち
に
福
澤
女
性
論
を
理
解
す
る
た
め
の
視
界
を
切
り
開
く
論

点
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
福
澤
の
女
性
論
は
今

日
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
か
と
の
問
い

か
け
に
対
し
、
著
者
は
潜
在
意
識
や
規
範
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、「
み
ず
か

ら
を
取
り
巻
く
環
境
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
情
報
を
、
出
来
る
だ

け
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
２５３
頁
）
と
い
う
著
者
の
独

特
な
視
座
が
読
者
た
ち
の
前
に
呈
示
さ
れ
る
。

本
書
を
読
み
終
え
た
読
者
は
、
ち
り
ば
め
ら
れ
た
思
考
の
ヒ
ン

ト
を
手
に
そ
れ
ぞ
れ
福
澤
の
女
性
論
の
本
質
を
模
索
し
よ
う
と
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
く
つ
か
の
点
を
あ
げ
て
検

討
し
て
み
た
い
。

二
�
本
書
へ
の
提
言

（
一
）
性
別
役
割
分
担
に
つ
い
て

ま
ず
、
福
澤
の
女
性
論
の
特
徴
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
女
性
論

を
男
性
論
と
表
裏
一
体
で
あ
る
と
捉
え
、
同
時
に
男
性
の
あ
り
方

に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
」（
１７
頁
）
と
著
者
は
考
え

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
福
澤
の
女
性
論
は
男
女
両
性
論
と
し

て
読
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う

し
た
女
性
論
に
お
い
て
、「
男
と
い
い
女
と
い
い
、
ひ
と
し
く
天

地
間
の
一
人
に
て
軽
重
の
別
あ
る
べ
き
理
な
し
」（「
中
津
留
別
の

書
」）「
男
も
人
な
り
、
女
も
人
な
り
」（『
学
問
の
す
ゝ
め
』）
な

ど
啓
蒙
期
の
男
女
平
等
観
は
中
、
後
期
に
も
一
貫
し
て
い
る
。
で

は
、
彼
の
唱
え
た
男
女
平
等
論
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
性
格
を

示
す
か
。『
日
本
婦
人
論
後
編
』
で
は
、
男
女
の
差
異
は
生
物
学

的
な
差
異
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
福
澤
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
「
夫
婦
同
等
の
位
」
を
確
保
す
る
た
め
に
、「
家
の
男
子
を
政

府
に
�
へ
、
女
子
を
人
民
に
�
へ
」、「
国
会
開
設
の
趣
意
に
従
ふ

て
家
会
を
も
開
設
し
、
婦
人
女
子
に
家
政
参
与
の
権
」
を
与
え
る

よ
う
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
特
に
後
期
に
な
る
と
、
男
女
平

等
論
は
家
庭
内
男
女
平
等
の
主
張
と
し
て
具
体
化
し
つ
つ
、
女
は

「
家
を
治
む
る
」（「
女
大
学
評
論
」）
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
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ま
う
。
た
と
え
ば
、「
女
大
学
評
論
」
で
は
、「
妻
が
内
の
家
事
を

治
む
る
は
内
務
大
臣
の
如
く
、
夫
が
戸
外
の
経
営
に
当
る
は
外
務

大
臣
の
如
し
。
両
大
臣
は
共
に
一
国
の
国
事
経
営
を
負
担
す
る
者

に
し
て
、
其
官
名
に
内
外
の
別
こ
そ
あ
れ
、
身
分
に
は
軽
重
を
見

ず
」
と
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
夫
婦
の
間
に
は
別
が
あ
る
。「
中

津
留
別
の
書
」
で
は
「
夫
婦
有
別
」
の
概
念
に
、
福
澤
は
新
た
な

解
釈
を
加
え
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
澤
の
提
案
す
る
「
内
務

大
臣
」
と
「
外
務
大
臣
」
と
い
っ
た
異
な
っ
た
役
割
は
、
伝
統
の

「
夫
婦
有
別
」
に
一
縷
の
つ
な
が
り
が
示
さ
れ
る
。
要
す
る
に
彼

の
男
女
平
等
論
は
、
家
庭
内
夫
婦
の
関
係
や
財
産
の
分
配
と
い
っ

た
面
に
お
い
て
の
平
等
で
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
福
澤
は
意
識
の
う
ち
で
は
男
ら
し
さ
に
こ
だ
わ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
著
者
は
福
澤
の
手
紙
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
解
き
明
か
し
て
い
く
。
し
か
し
、「
一
個
の
男
子

と
し
て
自
ら
信
し
て
処
分
可
被
致
」（『
書
簡
集
』
第
四
巻
）「
壱

人
前
之
男
子
と
し
て
恥
ず
か
し
か
ら
ず
」（『
書
簡
集
』
第
五
巻
）

な
ど
男
ら
し
さ
の
表
現
に
対
し
て
、
著
作
の
中
で
は
「
淑
女
の
本

領
」「
女
子
の
品
位
」（「
新
女
大
学
」）「
言
行
和
ら
ぎ
て
温
順
な

る
は
婦
人
の
特
色
」「
婦
人
は
静
に
し
て
奥
ゆ
か
し
き
こ
そ
頼
も

し
け
れ
」（「
女
大
学
評
論
」）
と
い
っ
た
女
ら
し
さ
、
即
ち
、
日

本
女
性
「
固
有
」
の
徳
を
福
澤
も
唱
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
こ
に
は
「
生
殖
の
機
関
」
と
い
う
男
女
差
異
の
ほ
か
に
一
種
の

男
女
の
別
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、

福
澤
の
唱
え
た
女
性
論
は
構
造
に
お
い
て
、
論
理
の
連
続
性
、
あ

る
部
分
を
具
体
化
し
、
あ
る
い
は
変
化
す
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ

こ
で
、
全
体
的
な
女
性
論
の
構
造
に
は
時
期
の
異
な
り
に
よ
っ
て

独
自
の
性
格
、
あ
る
い
は
構
造
が
あ
ら
わ
れ
る
か
ど
う
か
を
つ
き

と
め
る
必
要
が
あ
る
。

（
二
）
天
皇
制
国
家
秩
序
に
お
け
る
福
澤
の
女
性
論

従
来
福
澤
の
女
性
論
の
評
価
に
つ
い
て
、
啓
蒙
期
の
高
い
評
価

と
晩
期
の
低
い
評
価
は
一
般
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
井
上
清
『
日

本
女
性
史
』、
高
群
逸
枝
『
女
性
の
歴
史
』
な
ど
）。
井
上
は
「
福

澤
は
一
生
市
民
的
な
男
女
平
等
の
た
め
に
ふ
ん
と
う
し
た
。」「
福

澤
は
『
女
大
学
』
の
批
判
は
じ
つ
に
痛
烈
で
、
現
在
で
も
な
お
き

わ
め
て
有
益
で
あ
る
が
、
そ
の
積
極
的
な
『
新
女
大
学
』
に
な
る

と
、
か
な
り
弱
い
（
2
）
」
と
述
べ
、
高
群
氏
も
「
わ
が
福
澤
諭
吉
の
熱

意
は
、
む
し
ろ
従
来
の
男
権
へ
の
否
定
的
批
判
に
の
み
集
中
し
た

の
で
あ
る
。（
中
略
）
諭
吉
の
そ
の
種
の
多
く
の
著
書
の
う
ち
、

婦
人
の
た
め
に
新
婦
道
を
示
し
た
と
さ
れ
る
「
新
女
大
学
」
な
る

も
の
が
、
そ
の
実
も
っ
と
も
生
彩
を
欠
い
て
い
る
（
3
）
」
と
断
じ
て
い

る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
著
者
は
、
福
澤
の
女
性
論
が
彼
の
「
近

史
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代
化
構
想
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま

た
、『
女
大
学
評
論

新
女
大
学
』
禁
書
事
件
を
考
察
す
る
に
際

し
て
、
福
澤
の
近
代
構
想
と
教
育
勅
語
が
描
く
社
会
と
は
ま
っ
た

く
相
容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
著
者
は
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
制
国
家
秩
序
に
お
い
て
、
福
澤
の
女
性

論
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
天
皇
制
国
家
秩
序
に

適
応
す
る
、
あ
る
い
は
明
治
政
府
の
目
指
す
近
代
国
家
を
造
る
方

向
に
そ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と

え
ば
、
売
春
を
「
必
要
悪
」
と
し
て
現
実
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

秩
序
維
持
の
た
め
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
そ

う
い
う
よ
う
な
姿
勢
を
見
せ
る
福
澤
が
、
体
制
側
か
ら
常
に
批
判

さ
れ
続
け
た
か
。
彼
の
構
想
し
た
近
代
化
や
近
代
国
家
の
女
性
は

天
皇
制
国
家
秩
序
に
適
応
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
角
度
か
ら
も
、

彼
の
女
性
論
に
お
け
る
含
み
込
ん
だ
矛
盾
や
構
造
を
究
明
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

（
三
）
福
澤
の
女
性
論
と
儒
学

筆
者
は
晩
年
の
福
澤
は
、
女
性
を
家
庭
内
家
事
労
働
の
担
当
者

と
し
て
位
置
づ
け
、
一
種
の
「
良
妻
賢
母
」
像
を
樹
立
し
よ
う
と

考
え
て
い
た
と
み
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
良
妻

賢
母
思
想
を
近
代
日
本
国
家
体
制
の
女
性
規
範
と
し
て
把
握
し
、

国
体
観
念
や
家
族
国
家
観
念
、
あ
る
い
は
儒
教
と
関
連
で
考
察
し

た
結
果
、
良
妻
賢
母
思
想
は
「
保
守
的
」「
反
動
的
」
な
思
想
と

捉
え
ら
れ
て
き
た
（
4
）
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
後
の
一
八
九
○
年
代

初
出
の
「
良
妻
賢
母
」
に
お
い
て
は
近
代
的
性
格
、
西
洋
近
代
思

想
が
色
濃
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、「
良
妻
賢
母
」
の
創
案
者

（
山
川
菊
栄
の
母
森
田
千
世
か
ら
の
伝
聞
）
と
し
て
覚
え
ら
れ
て

い
た
中
村
正
直
は
、
女
性
を
「
善
良
ナ
ル
母
」
と
し
て
養
成
す
る

こ
と
こ
そ
日
本
の
近
代
化
を
促
進
す
る
方
途
の
一
つ
と
考
え
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、「
女
は
才
能
が
な
い
こ
と
が
徳
」
と
い
う
伝
統

的
な
儒
教
観
念
を
批
判
し
た
う
え
で
、
形
成
し
た
次
世
代
を
担
う

優
秀
な
国
民
を
養
成
す
る
た
め
の
女
子
教
育
と
い
う
理
念
に
は
、

女
子
の
役
割
が
国
家
の
盛
衰
に
か
か
わ
る
と
い
う
認
識
が
内
包
さ

れ
る
。
国
家
と
無
縁
の
存
在
で
あ
る
家
庭
の
な
か
を
生
き
る
女
た

ち
を
、
近
代
国
家
に
お
け
る
国
民
の
一
員
と
し
て
国
家
へ
と
統
合

し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
良
妻
賢
母
像
は
儒
教
の
女

性
規
範
と
も
、
明
治
三
十
年
代
以
降
公
教
育
体
制
に
お
け
る
女
子

教
育
理
念
と
な
っ
た
良
妻
賢
母
主
義
と
も
異
な
り
、
西
洋
的
か
つ

近
代
的
な
性
格
が
著
し
か
っ
た
。
同
じ
く
明
治
啓
蒙
思
想
家
の
福

澤
は
、
明
治
三
十
年
代
初
期
の
『
女
大
学
評
論

新
女
大
学
』
に

お
い
て
「
婦
人
は
其
身
の
境
遇
よ
り
し
て
家
に
居
り
家
事
を
司
ど

る
」、「
小
児
養
育
は
婦
人
の
専
任
」
な
ど
と
女
性
を
家
事
労
働
や
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育
児
の
担
当
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
彼
の
そ
の
よ
う
な
良
妻
賢

母
像
は
、
天
皇
制
や
家
族
国
家
観
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物

と
し
て
の
良
妻
賢
母
主
義
と
は
、
ど
ん
な
相
違
点
が
あ
る
か
を
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
男
女
平
等
の
論
理
を
踏
ま
え

た
福
澤
の
文
明
的
良
妻
賢
母
像
に
も
、
中
村
正
直
と
同
様
な
性
格

が
含
ま
れ
る
。
否
応
な
く
、
伝
統
的
な
や
り
方
や
考
え
方
が
断
ち

切
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
文
明
化
の
流
れ
を
走
る
に
つ
れ
て
、
当
時
の
日
本
で

は
伝
統
へ
の
回
帰
す
る
徴
候
が
現
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
福
澤
の
女

性
論
は
、
儒
学
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
る
の
か
。
西
洋
近
代

思
想
を
取
捨
選
択
し
導
入
す
る
福
澤
は
、
儒
教
道
徳
を
徹
底
し
て

叩
い
た
上
で
、
そ
の
女
性
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
夫
婦

有
別
」「
愛
・
敬
・
恕
」
に
対
す
る
新
た
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
一

夫
一
婦
な
ど
近
代
的
論
理
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
福
澤

諭
吉
は
こ
の
よ
う
な
儒
学
的
概
念
を
利
用
し
て
解
釈
し
た
か
。
著

者
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。「
儒
学
は
、
近
代
化
に
向
き

合
う
日
本
人
た
ち
の
思
想
的
本
源
の
一
つ
で
あ
り
、
ゆ
え
に
個
々

が
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
を
抱
い
て
い
て
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
理
解

を
共
有
す
る
手
段
と
な
り
得
た
。
す
な
わ
ち
、
儒
学
は
共
通
言
語

と
し
て
の
機
能
を
持
ち
得
た
の
で
あ
る
」（
１３８
頁
）。
換
言
す
れ
ば
、

福
澤
は
儒
教
に
対
す
る
批
判
な
態
度
を
も
ち
な
が
ら
儒
学
の
部
分

的
な
機
能
を
利
用
し
、
文
明
的
か
つ
近
代
的
女
性
像
を
構
想
し
よ

う
と
思
っ
て
い
た
。「
女
大
学
風
の
教
育
」
を
痛
烈
に
批
判
す
る

に
せ
よ
、「
新
女
大
学
主
義
」
を
樹
立
す
る
に
せ
よ
、
彼
の
近
代

的
男
女
関
係
を
構
築
す
る
構
図
が
、
近
代
的
理
論
の
摂
取
と
儒
学

と
の
融
合
に
よ
っ
て
共
に
完
成
さ
れ
た
、
歴
史
的
に
辻
褄
の
合
う

過
去
と
の
連
続
性
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
再
構
築
し
た
上
で
、

近
代
的
理
論
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
す
る
に
は
、
彼
が
儒
学
の

い
か
な
る
部
分
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
踏
み
込
ん
だ
議
論

が
求
め
ら
れ
る
。

（
四
）
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
女
性
論
の
限
界

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
「
国
民
」
全
員
に
向
け
て
、
幅
広
い
読

者
に
訴
え
よ
う
と
考
え
て
い
た
福
澤
は
、
彼
の
近
代
化
構
想
と
大

き
く
関
わ
る
女
性
論
に
お
い
て
、
単
に
女
性
を
特
定
の
読
者
層
と

し
て
想
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
男
性
へ
の
警
告
に
も
力
を
注
い

で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
の
自
覚
を
促
進
す
る

た
め
の
女
性
論
に
は
、
解
消
さ
れ
ぬ
ま
ま
の
矛
盾
が
内
包
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
女
性
論
に
お
け
る
階
層
の
差
異
が
、
目
に
見
え
て
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
妾
や
芸
妓
は
「
人
間
外
の
醜

類
」（「
女
大
学
評
論
」）
と
い
っ
た
放
言
に
も
、
彼
の
女
性
論
の

限
界
が
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
福
澤
は
近
代
的
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
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女
性
を
育
成
す
る
こ
と
に
、
大
き
く
期
待
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
彼
の
唱
え
続
け
た
男
女
平
等
論
に
お
い
て
、
妾
や
芸
妓
と
い

っ
た
よ
う
な
下
層
の
女
性
が
含
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
い

う
点
で
い
え
ば
、
そ
の
男
女
平
等
論
は
ほ
ん
も
の
の
男
女
平
等
論

と
は
言
い
難
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
早
期
に
鼓
吹
し
た
普
遍
性
を

も
つ
人
間
平
等
や
男
女
平
等
が
、
後
の
女
性
論
に
貫
徹
し
な
か
っ

た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
著
者
の
論
及
し
た
福
澤
女
性

論
の
影
響
を
受
け
た
男
女
知
識
人
の
ほ
か
に
、
当
時
世
に
大
き
な

刺
激
を
与
え
て
し
ま
っ
た
彼
の
女
性
論
は
、
庶
民
レ
ベ
ル
の
女
性
、

い
わ
ゆ
る
社
会
的
中
・
下
層
を
占
め
る
民
衆
女
性
の
生
活
や
意
識

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
こ
れ
ら
の
女
性
が
ど
の
よ
う

に
福
澤
を
読
ん
で
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
五
）
個
人
と
国
家

近
代
日
本
の
急
激
な
大
転
換
期
に
あ
た
っ
て
、
特
に
、「
欧
人

の
触
る
つ
所
は
恰
も
土
地
の
生
力
を
絶
ち
、
草
も
木
も
其
成
長
を

遂
る
こ
と
能
は
ず
。
甚
し
き
は
其
人
種
を
殲
す
に
至
る
も
の
あ
り
。

是
等
の
事
跡
を
明
に
し
て
我
日
本
も
東
洋
の
一
国
た
る
を
知
ら
ば
、

仮
令
ひ
今
日
に
至
る
ま
で
外
国
交
際
に
付
き
甚
し
き
害
を
蒙
た
る

こ
と
な
き
も
、
後
日
の
禍
は
恐
れ
ざ
る
可
ら
ず
」（『
文
明
論
之
概

略
』）
と
の
国
家
危
機
を
痛
感
し
た
際
に
、「
我
日
本
国
の
独
立
を

保
つ
」
こ
と
が
極
め
て
緊
急
な
課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
福
澤
は

認
識
し
た
上
で
、「
此
独
立
を
保
つ
の
法
は
文
明
の
外
に
求
む
可

ら
ず
」
と
結
論
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
福
澤
諭

吉
は
日
本
を
富
強
文
明
国
と
す
る
た
め
に
、
近
代
西
洋
を
生
み
出

し
た
精
神
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
唱
え
、
文
明
を
勧
め
、
独
立
な

国
民
の
育
成
に
力
を
尽
く
し
て
い
た
。

福
澤
の
勧
め
る
文
明
と
は
「
人
の
智
徳
の
進
歩
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
明
を
推
進
す
る
も
の
は
、
人
の
智
徳
そ

の
も
の
に
よ
る
。『
文
明
論
之
概
略
』
で
「
智
」
と
「
徳
」
を
比

較
し
た
上
で
「
智
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
福
澤
は
、
広
く

国
民
に
向
け
て
学
問
（
実
学
）
を
勧
め
、
智
の
進
歩
に
よ
る
国
民

の
覚
醒
や
開
化
に
全
力
を
注
い
で
い
た
。
他
方
で
、
文
明
化
へ
の

道
に
お
い
て
は
、
道
徳
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
た
。

特
に
個
々
人
と
家
族
と
の
関
係
に
お
け
る
「
私
徳
」
論
に
つ
い
て
、

福
澤
は
積
極
的
に
議
論
を
展
開
し
た
。「
公
徳
」
を
あ
ま
り
論
じ

な
か
っ
た
福
澤
は
、『
日
本
男
子
論
』
で
私
徳
を
公
徳
の
基
礎
と

見
て
、「
夫
婦
の
徳
」
と
い
う
根
本
か
ら
こ
そ
、
私
徳
、
さ
ら
に

人
生
の
道
徳
が
成
り
立
た
れ
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

『
品
行
論
』
や
『
日
本
男
子
論
』
で
、
福
澤
は
当
時
日
本
の
不
品

行
な
男
性
に
私
徳
の
修
め
を
説
き
、
男
性
の
意
識
変
革
を
促
進
し
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よ
う
と
考
え
て
い
た
。
た
だ
し
、「
男
子
の
高
き
頭
を
取
て
押
へ

て
低
く
し
、
自
然
に
男
女
両
性
の
釣
合
を
し
て
程
好
き
中
を
得
せ

ん
し
め
ん
」
と
の
意
図
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
ま
ず
は
「
自
国
の

体
面
を
維
持
」、「
独
立
国
の
体
面
を
張
」、「
愛
国
の
衷
情
」
を
そ

の
基
底
と
し
て
、
日
本
男
子
の
不
品
行
は
「
一
国
の
栄
辱
に
関
し

て
、
更
に
重
大
の
事
」
と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
見

れ
ば
、
こ
う
い
う
男
女
表
裏
一
体
論
で
は
、
社
会
や
国
の
秩
序
を

紊
乱
さ
せ
な
い
た
め
に
、「
娼
妓
の
効
力
」
は
依
然
と
し
て
必
要

で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
『
日
本
男
子
論
』
で
は
、
女
子
地
位
の
向
上
は
「
大
日
本

の
国
光
」
に
つ
な
げ
て
論
じ
ら
れ
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、

家
庭
内
で
の
女
性
の
地
位
を
ど
の
よ
う
に
向
上
さ
せ
る
か
を
論
じ

る
「
日
本
婦
人
論
」
に
お
い
て
、「
人
種
改
良
」
と
い
う
意
図
が

根
底
に
置
か
れ
た
点
で
あ
る
。『
日
本
婦
人
論
後
編
』
で
は
、
日

本
婦
人
の
こ
と
を
論
じ
る
の
は
女
性
の
地
位
を
上
げ
る
だ
け
で
は

な
く
、
男
性
の
た
め
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
も
女
性
の

力
を
活
用
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
国
を
支
え
る
力
は
半
分
に
な
っ

て
し
ま
う
」（
一
○
二
頁
）。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
斯
く
婦
人
の
弱

く
な
り
て
、
智
慧
も
身
体
も
男
子
に
劣
り
、
家
の
た
め
又
国
の
た

め
に
頼
甲
斐
無
き
の
み
か
、
其
身
体
の
弱
け
れ
ば
、
子
は
産
め
ば

と
て
其
子
も
亦
大
丈
夫
た
る
者
は
少
な
し
。
自
然
に
日
本
国
中
の

人
の
種
を
悪
し
く
し
て
、
遂
に
は
世
界
中
に
日
本
ほ
ど
人
の
骨
格

の
微
弱
な
る
国
は
な
し
と
云
は
る
ゝ
ま
で
に
至
る
べ
し
。」（『
日

本
婦
人
論
後
編
』）
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
し
女
性
を
萎
縮

さ
せ
続
け
ば
、
家
や
国
家
に
も
マ
イ
ナ
ス
な
影
響
を
も
た
ら
す
の

は
も
ち
ろ
ん
、
産
ん
だ
子
孫
も
無
気
力
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の

上
、
日
本
も
微
弱
な
国
と
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
と
論
ず
る
。

こ
こ
か
ら
み
る
と
、
女
性
個
人
の
幸
福
や
人
間
性
の
発
達
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
国
家
と
い
う
方
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
六
）
公
的
世
界
と
女
性

そ
し
て
、
個
人
か
ら
国
家
へ
と
向
か
う
展
開
は
、
人
と
人
と
の

間
の
交
際
と
い
う
媒
介
が
必
要
だ
と
福
澤
は
考
え
て
い
た
。
女
性

も
交
際
を
通
じ
て
社
会
と
つ
な
が
り
、
主
体
的
に
社
会
の
形
成
に

参
画
す
べ
き
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
形
成
は
、
智
慧
を
開
き
徳
義

を
修
め
、「
一
身
独
立
」
し
た
人
が
「
一
家
独
立
」
を
経
て
、「
一

国
独
立
」「
天
下
独
立
」
へ
と
進
む
鎖
に
つ
な
が
る
と
主
張
し
て

い
た
。
し
か
し
、
互
い
に
矛
盾
を
含
む
独
立
し
た
人
々
が
「
一
国

独
立
」
へ
と
向
う
鎖
に
お
い
て
は
、
重
要
な
環
で
繋
が
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
文
明
論
之
概
略
』
に
よ
れ
ば
、
私
徳

を
有
す
る
女
性
は
少
な
か
ら
ず
い
る
が
、
私
徳
を
有
す
る
だ
け
で

史
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は
世
間
の
公
務
に
つ
く
に
は
ま
だ
足
り
な
い
の
で
あ
り
、
ほ
か
の

智
慧
や
徳
義
な
ど
も
必
要
で
あ
る
た
め
、
女
性
は
公
務
に
用
い
ら

れ
な
い
と
し
て
、
彼
の
構
想
に
お
い
て
も
女
性
は
公
的
世
界
へ
の

参
加
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
同
じ
明
治
時
代
に
生
き
た
岸

田
俊
子
が
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
国
会
も
開
か
れ
て
お
ら

ず
、
民
権
の
伸
張
も
ま
だ
実
現
さ
れ
な
い
状
況
の
中
、
男
女
同
権

と
は
、「
男
子
は
従
来
手
に
握
れ
る
所
の
権
柄
を
打
捨
て
女
子
に

対
す
る
に
同
等
の
礼
を
以
て
其
全
き
権
利
を
か
え
し
与
ふ
る
に
至

ら
ば
女
子
を
彼
の
反
動
激
昂
の
不
徳
を
去
り
男
を
敬
し
夫
を
愛
し

男
女
互
に
其
の
権
利
を
保
護
し
男
は
女
の
権
利
を
重
ん
じ
女
は
男

の
権
利
を
重
ん
じ
て
相
侵
し
侮
ら
ず
相
褻
れ
犯
さ
ず
心
優
に
言
和

ら
ぎ
命
令
は
改
り
て
相
談
と
な
り
相
談
は
一
家
の
和
睦
と
な
り

（
中
略
）
こ
の
如
く
な
れ
ば
一
家
の
内
は
常
に
怡
々
と
し
て
相
楽

み
人
間
最
上
の
幸
福
を
得
ん
こ
と
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
（
5
）
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
女
性
の
参
政
権
な
ど
の
権
利
の
訴
え

よ
り
家
庭
内
で
の
夫
婦
同
権
・
平
等
論
が
当
面
の
目
標
視
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、「
男
女
共
有
寄
合
の
国
」
と
い
う
近

代
日
本
国
で
は
、
女
性
が
男
性
と
同
等
に
主
体
的
に
公
的
世
界
へ

参
加
す
る
の
は
恐
ら
く
非
現
実
的
な
こ
と
だ
と
福
澤
が
考
え
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

「
近
代
日
本
の
精
神
上
の
父
と
も
い
ふ
べ
き
大
き
な
歴
史
的
地

位
を
占
め
て
い
る
（
6
）
」
福
澤
諭
吉
は
、
生
涯
を
通
じ
て
前
近
代
的
精

神
と
戦
い
、
日
本
を
近
代
国
家
に
築
き
上
げ
る
た
め
に
奮
闘
し
た
。

特
に
文
明
化
へ
の
道
程
を
進
む
近
代
日
本
で
、
女
性
を
前
近
代
の

束
縛
か
ら
脱
出
さ
せ
る
た
め
に
主
張
す
る
男
女
平
等
、
一
夫
一
婦
、

偕
老
同
権
、
蓄
妾
反
対
な
ど
の
時
代
の
先
頭
に
立
つ
思
想
は
、
当

時
の
思
想
界
に
異
彩
を
放
っ
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
福
澤
も
「
女
性
か
ら
そ
の
味
方
と
信
頼
感
を
も
っ
て
迎

え
ら
れ
る
（
7
）
」。

男
性
も
女
性
も
同
等
に
「
社
会
の
担
い
手
」「
国
家
の
支
え
」

と
し
て
、
独
立
し
た
心
身
を
も
っ
て
近
代
日
本
の
形
成
と
い
う
道

に
邁
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
福
澤
は
期
待
し
て
い
た
。
し
か

し
、
彼
が
描
い
た
「
一
身
独
立
」
す
る
女
性
像
は
、
国
家
と
い
う

枠
に
囚
わ
れ
、
女
性
個
人
の
幸
福
追
求
や
価
値
の
実
現
、
人
間
性

の
発
達
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
国
家
の
独
立
や
国
威
の
発

揚
の
た
め
で
あ
る
と
は
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
福
澤
の
努
力

に
よ
っ
て
、
前
近
代
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
女
性
は
、
こ
こ
で

公
的
な
方
向
へ
と
向
け
ら
れ
、
国
家
の
枠
内
で
と
ら
え
ら
れ
た
。

こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
近
代
的
文
明
的
国
家
に
向
う
過
程
で
の
女

書

評

一
六
五
（
六
九
七
）



性
問
題
へ
の
関
心
は
、
福
澤
が
近
代
的
文
明
的
な
国
家
の
構
築
に

ふ
さ
わ
し
い
ル
ー
ト
を
求
め
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１
）
鹿
野
政
直
『
近
代
日
本
思
想
案
内
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、

二
五
頁
。

（
２
）
井
上
清
『
日
本
女
性
史
』
三
一
書
房
、
一
九
七
九
年
、
二
二
六
、

二
三
○
頁
。

（
３
）
高
群
逸
枝
『
女
性
の
歴
史
（
下
）』
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
二

年
、
二
○
六
―
二
○
七
頁
。

（
４
）
小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
一

年
、
二
三
六
頁
。

（
５
）
鈴
木
裕
子
編
『
岸
田
俊
子
評
論
集

湘
煙
選
集
１
』
不
二
出
版
、

一
九
八
五
年
、
七
五
頁
。

（
６
）
家
永
三
郎
「
福
沢
諭
吉
の
階
級
意
識
」『
家
永
三
郎
集

第
四

巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
一
九
一
頁
。

（
７
）
鹿
野
政
直
「『
福
沢
諭
吉
選
集

第
九
巻
』
解
説
」『
福
沢
諭
吉

選
集

第
九
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
三
一
三
―
三
一
四

頁
。 史

学

第
八
一
巻

第
四
号

一
六
六
（
六
九
八
）


