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竹
田
敏
彦
の
通
俗
小
説
に
み
え
る
明
治
民
法
観

京頁

松

瑞

生

一
は
じ
め
に

こ
婚
約
の
破
棄

三
家
督
相
続
と
私
生
子
認
知

四
母
の
監
護
権

五
結
び

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

は
じ
め
に

文
学
は
、
各
時
代
に
お
い
て
、
個
人
や
社
会
の
在
り
方
を
反
映
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
他
方
、
法
は
、
各
時
代
に
お
い
て
、
個
人

を
規
律
し
、
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
の
下
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
学
と
法
と
は
、
と

も
に
個
人
や
社
会
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
互
い
に
関
係
の
あ
る
も
の
と
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
文
学
の
中
に

は
、
個
人
や
社
会
の
在
り
方
を
描
く
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
と
法
と
の
関
わ
り
を
描
い
て
い
る
も
の
が
、
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
の
で
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あ
る
。



こ
の
こ
と
は
、
文
学
が
法
を
歴
史
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
有
益
な
資
料
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
各
時
代
の
文
学
を
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み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
が
個
人
や
社
会
の
在
り
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
、
個
人
や
社
会
の
在
り
方
が
法
の
形
成
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
文
学
は
虚
構
と
い
う
側
面
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
描
か
れ
た
こ
と
の
み
を
前
提
と
し
て
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
文
学
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、

あ
る
程
度
、
そ
の
時
代
の
個
人
や
社
会
の
在
り
方
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
の
虚
構
性
の

み
を
も
っ
て
、
文
学
の
資
料
と
し
て
の
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

(1
)(

2
)(

3
) 

文
学
と
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
古
く
は
中
田
薫
や
勝
本
正
晃
な
ど
に
よ
っ
て
、
近
年
は
長
尾
龍
一
や

(4
) 

中
川
剛
な
ど
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
散
発
的
で
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
体
系
的
に
十
分
整
っ
た
も
の

が
あ
る
と
は
言
い
難
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
様
々
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
法
そ
の
も
の
を
題
材
と
し
て
扱
っ
た
文
学
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
勝
本
正
晃
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
律
上
問
題
と
な
る
の
は
、
作
家
が
現
代
の
法
律

制
度
を
批
判
す
る
意
味
に
於
て
作
品
を
書
い
て
ゐ
る
場
合
で
あ
る
。
即
ち
作
家
は
、
一
面
法
律
家
の
立
場
に
於
て
、
其
作
品
を
通
じ

て
自
己
の
理
想
を
訴
へ
、
現
代
の
法
制
の
欠
陥
を
別
扶
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
事
実
上
、
文
芸
の
仮
面
を
付
け
た
法
律

(5
) 

論
に
他
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
然
し
乍
ら
、
我
国
に
於
て
之
等
に
匹
敵
す
べ
き
名
作
は
殆
ど
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
何
故
に
我
が
国
で
は
法
律
論
と
い
う
べ
き
文
学
が
殆
ど
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勝
本
は
、
こ
の
点
に
つ
い

つ
ま
り
、
「
日
本
の
小
説
は
。
私
小
説
ψ
た
と
え
ば
夏
目
激
石
の
小
説
で
も
私
小
説
が
大
部

て
も
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

分
で
ク
社
会
。
を
と
り
扱
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
そ
の
当
時
の
社
会
と
い
う
も
の
の
欠
陥
を
指
摘
し
、

か
っ
、
そ
れ
を
是
正
・
解
決
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
な
く
、
自
分
の
身
辺
の
み
を
か
い
て
い
る
の
が
、
彼
の
小
説
の
傾
向
で
あ
る
、

(6
) 

と
思
わ
れ
ま
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。



勝
本
の
言
う
よ
う
に
、
そ
の
時
代
の
法
制
度
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の
是
正
を
求
め
る
小
説
の
よ
う
な
も
の
の
み
が
、
文
学
と

法
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
の
文
学
の
中
に
は
、
そ
の
時
代

の
法
的
慣
習
な
ど
、
社
会
の
中
で
法
が
ど
の
よ
う
に
道
守
さ
れ
て
い
た
か
を
描
写
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
も
法
的
資
料
と
し
て
一
定
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
中
田
薫
の
『
徳
川

時
代
の
文
学
と
私
法
』
な
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
文
学
作
品
を
題
材
と
し
て
、
法
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
い
か
な
る
文
学
が
法
的
考
察
の
対
象
に
な
る
の
か
と
い
う
議
論
は
別
と
し
て
も
、
実
際
に
、
我
が
国
に
お
い
て
、
法
制
度

を
批
判
し
、
そ
の
是
正
を
求
め
る
よ
う
な
文
学
作
品
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

大
き
な
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。
近
代
以
降
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
社
会
問
題
を
扱
っ
た
社
会
派
の
小
説
が
数
多
く
現
れ
、

こ
の
よ
う
な
作
品
の
中
に
は
、
当
然
、
現
状
の
法
制
度
を
批
判
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
大
衆
小
説
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
一
般
庶
民
の
風
俗
を
描
い
た
通
俗
小
説
の
分
野
で
あ
る
。

般

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

庶
民
を
対
象
と
し
た
読
み
物
は
、
近
代
以
前
の
江
戸
時
代
か
ら
す
で
に
人
気
を
保
ち
続
け
て
き
た
。
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
以
降
も
、

こ
の
種
の
読
み
物
は
、
主
に
新
聞
な
ど
を
通
じ
て
多
く
の
読
者
を
確
保
し
て
き
た
が
、
大
正
末
期
に
な
っ
て
、
大
衆
雑
誌
の
隆
盛
に

伴
い
、
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
、
一
般
庶
民
の
娯
楽
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
衆
雑
誌
に
公
表
さ
れ
る
小
説
で

は
、
当
然
の
如
く
、
一
般
庶
民
の
関
心
を
引
き
付
け
る
た
め
に
、
そ
の
時
の
社
会
問
題
が
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
中
に
は
、
法
に
関
わ
る
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。

竹
田
敏
彦
（
一
八
九
一
1

一
九
六
二
は
、
昭
和
初
期
か
ら
昭
和
三

0
年
代
に
か
け
て
、
こ
の
よ
う
な
通
俗
小
説
を
書
く
代
表
的

な
作
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
小
説
に
対
す
る
姿
勢
は
、
次
の
言
葉
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
念
ず
る
処
は
、
面
白

く
、
一
人
で
も
多
く
の
読
者
に
読
ま
れ
、
味
は
れ
て
、
そ
の
感
動
の
う
ち
に
、
世
の
相
や
、
生
き
ゆ
く
道
を
悟
り
、
望
と
な
り
、
力

(7
) 

と
な
り
、
良
心
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
で
も
う
沢
山
過
ぎ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
竹
田
は
、
そ
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の
作
品
の
中
で
、
当
時
の
社
会
問
題
を
数
多
く
取
り
上
げ
、
こ
の
言
葉
の
示
す
通
り
、

い
か
に
人
が
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
べ
き
で
あ

1014 
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る
か
と
い
う
道
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
、
法
制
度
の
批
判
や
、
そ
れ
に
対
し
て
是
正
を
求
め
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

竹
田
は
、
同
時
代
に
活
躍
し
た
人
気
作
家
の
中
で
も
、
恐
ら
く
最
も
法
律
問
題
を
多
く
取
り
上
げ
て
い
る
作
家
の
一
人
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
彼
の
場
合
は
、
小
説
の
中
に
、
実
際
の
法
律
の
条
文
や
判
例
を
登
場
さ
せ
る
な
ど
、
執
筆
の
た
め
、

法
律
研
究
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
作
家
の
作
品
が
、
法
と
文
学
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
問
題
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
は
、
通
俗
小
説
が
文
学
の
中
で
も
価
値
の
低
い
も
の
と
み
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
通
俗
小
説

は
、
一
般
大
衆
を
対
象
と
す
る
読
み
物
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
時
代
の
社
会
意
識
を
大
き
く
反
映
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
時
代
の
社
会
意
識
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
法
律
問
題
も
、
当
時
の
社
会
意
識
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
竹
田
の
通
俗
小
説
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
、
法
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
の
か
を
示
し
、
そ
の
法
に
対
す
る
意
識
や
姿
勢
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
こ
と
が
、
延
い
て
は
、
そ
の
作
品
が
描
か
れ

た
当
時
に
お
け
る
法
に
対
す
る
社
会
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
は
、
当
面
の
課
題
と
し
て
、
法
に
対
す
る
竹
田
自
身
の
立
場
に
限
定
し
て
考
察
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。
法
に

対
す
る
社
会
意
識
全
体
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
竹
田
の
作
品
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
文
学
作

品
を
含
ん
だ
、
よ
り
多
く
の
も
の
を
対
象
と
し
て
総
合
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
活
動
時
期
は
、
昭
和
初
期
か
ら
昭
和
二
一

0
年
代
に
か
け
て
の
長
き
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、



昭
和
一
0
年
代
の
作
品
を
中
心
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
は
、
竹
田
が
当
時
の
民
法
（
家
族

法
）
の
在
り
方
を
批
判
す
る
と
も
と
れ
る
作
品
を
数
多
く
発
表
し
、
作
品
の
中
に
法
律
問
題
に
対
す
る
関
心
が
最
も
強
く
示
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
戦
後
に
な
る
と
、
社
会
状
況
も
変
化
し
、
法
律
も
改
正
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
を

受
け
て
、
作
品
の
様
子
も
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
後
以
降
の
作
品
に
関
し
て
は
、
ま
た
、
別
途
検
討
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

婚
約
の
破
棄

(8
) 

竹
田
の
作
品
の
中
で
、
婚
約
の
破
棄
を
題
材
と
し
て
扱
っ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
「
第
二
の
判
決
」
（
昭
和
九

年
、
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
連
載
）
で
は
、
親
が
汚
職
事
件
で
有
罪
と
な
り
、
収
監
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
相
手
側
か
ら
一
方
的
に
婚
約
破

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

棄
さ
れ
て
し
ま
う
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。

婚
約
破
棄
に
関
し
て
は
、
大
審
院
に
よ
る
大
正
四
年
の
婚
姻
予
約
有
効
判
決
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ

の
判
決
以
降
、
正
当
で
は
な
い
事
由
に
よ
っ
て
婚
約
破
棄
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
相
手
方
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
べ

き
と
す
る
扱
い
が
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
場
合
、
婚
約
破
棄
さ
れ
た
女

性
本
人
に
は
何
ら
落
ち
度
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
婚
約
破
棄
は
正
当
の
事
由
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
破
棄
し
た
側
は

相
手
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
で
は
、
婚
約
破
棄
さ

れ
た
女
性
が
法
的
手
段
に
訴
え
る
と
い
っ
た
展
開
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
果
し
て
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(9
) 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
い
に
参
考
と
な
る
の
が
、
岩
田
新
が
翌
昭
和
一

O
年
に
発
表
し
た
『
判
例
婚
姻
予
約
法
解
説
』
で
あ
る
。

岩
田
は
、
こ
の
中
で
、
「
今
日
迄
の
判
例
に
現
れ
た
る
婚
姻
予
約
に
基
く
損
害
賠
償
事
件
は
皆
な
悉
く
同
棲
又
は
情
交
関
係
を
伴
へ
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（
日
）

る
場
合
の
み
で
あ
っ
て
、
単
に
狭
義
の
婚
姻
予
約
の
破
棄
を
理
由
と
す
る
事
件
は
未
だ
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
当
時
、
婚
約
破
棄
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
と
い
え
ば
、
内
縁
関
係
の
破
棄
に
よ
っ
て
生
じ
る
生
活
保
障
の
請
求
や
、
貞

操
採
欄
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
な
ど
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
未
だ
同

1016 

棲
関
係
に
入
る
こ
と
な
く
、
単
な
る
婚
姻
の
約
束
の
段
階
で
破
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
と
い
う
手
段
に
訴
え
て
、
相
手
方
に
対

し
て
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
ら
な
い
の
が
、

一
般
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
は
、
ま
さ
に
当
時
の
一
般
的
な
法
意
識
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
こ
れ
で
は
、
不
当
な
婚
約
破
棄
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
女
性
は
保
護
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
竹
田
の
立
場
は
、
決
し
て
女
性
に
対
し
て
正
当
な
理
由
の
な
い
犠
牲
を
強
い
る
も
の
で
は
な
い
。

(U
) 

そ
の
こ
と
が
表
れ
て
い
る
の
が
、
「
女
性
の
旗
」
（
昭
和
一
一
年
、
「
婦
女
界
」
連
載
）
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
女

性
の
側
が
相
手
方
の
不
品
行
を
理
由
と
し
て
婚
約
破
棄
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
正
当
な
事
由
に
基
づ
く
婚
約
破
棄
と
い
え
る

が
、
重
要
な
こ
と
は
男
性
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
女
性
の
側
か
ら
婚
約
破
棄
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手

側
に
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
場
合
、
女
性
本
人
の
意
思
に
よ
り
、
婚
約
破
棄
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
男
女
を
間
わ
ず
、
本
人
自
ら
の
意
思
に
よ
り
婚
姻
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
親
の
決
め
た
婚
約
で
あ
っ
て
も
、
本
人
の
意
に
染
ま
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
破
棄
せ
ざ
る
を

え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
相
手
方
に
よ
っ
て
不
当
に
婚
約
破
棄
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
相
手
方
本
人
の
意
思
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

や
む
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
婚
約
当
事
者
の
片
方
が
婚
姻
を
望
ん
だ
と
し
て
も
、
も
う
片

方
が
そ
れ
を
望
ま
な
け
れ
ば
、
円
滑
な
婚
姻
生
活
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
女
性

側
に
は
、
不
当
な
婚
約
破
棄
で
あ
っ
て
も
、
無
理
な
婚
姻
を
す
る
よ
り
は
、
よ
り
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ



る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
竹
田
に
あ
っ
て
は
、
不
当
な
婚
約
破
棄
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
問
題
よ
り
も
、
本
人
の
自
発
的
意
思
に
基

づ
く
婚
姻
の
問
題
に
関
心
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
親
の
意
向
に
束
縛
さ
れ
て
、
意
に
染
ま
な
い
婚
姻
を
強
い
ら
れ

た
女
性
が
多
く
み
ら
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
竹
田
は
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
婚
姻
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
訴
え
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
当
な
婚
約
破
棄
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
問
題
に
触
れ
な
い
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
、

竹
田
が
女
性
の
権
利
保
護
を
軽
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

実
際
、
竹
田
は
、
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
自
ら
の
意
思
で
婚
姻
に
踏
み
切
ろ
う
と
す
る
女
性
を
数
多
く
描
い
て
い
る
。
例
え

ば
、
そ
の
よ
う
な
作
品
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
な
ら
ば
、
前
述
の
「
女
性
の
旗
」
以
外
に
も
、
「
子
は
誰
の
も
の
」
（
昭
和
二
年
、
「
主

婦
之
友
」
連
載
）
、
「
時
代
の
霧
」
（
昭
和
二
一
年
、
「
讃
責
新
聞
」
連
載
）
、
「
妻
の
幸
福
」
（
昭
和
一
五

1

一
七
年
、
「
主
婦
之
友
」
連
載
）
な

ど
が
あ
る
。

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

（
ロ
）

た
だ
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
異
色
と
も
思
え
る
の
が
、
「
二
つ
の
結
婚
」
（
昭
和
一
一
年
、
「
婦
人
子
供
報
知
」
連
載
）
と
い
う
作
品

で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
二
人
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

一
方
は
、
家
庭
の
経
済
的
事
情
か
ら
意
中
の
相
手
を
諦

め
て
、
親
の
薦
め
る
相
手
と
婚
姻
す
る
女
性
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
結
婚
相
手
の
夫
が
申
し
分
の
な
い
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う

設
定
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
結
末
は
こ
の
女
性
に
と
っ
て
決
し
て
不
幸
な
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
前
に
挙
げ
た
一
連
の
竹
田

の
作
品
と
傾
向
が
異
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
他
方
の
女
性
は
、
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
男
性
と
同
棲
し
た
も
の
の
、

そ
の
男
性
か
ら
裏
切
ら
れ
、
絶
望
し
て
自
殺
を
図
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
作
品
を
み
る
と
、
女
性
は
親
の
薦
め
に
従
っ
た
婚
姻
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
む
し
ろ
主
人
公
の
女
性
の
置
か
れ
た
厳
し
い
現
実
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
立
場
の
改
善
を
訴
え
る
狙

い
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
「
恵
子
は
、
自
分
の
生
涯
の
一
大
事
が
、
こ
ん
な
寂
し
い
周
囲
の
都
合
で
取
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決
め
ら
れ
て
し
ま
ふ
か
と
思
ふ
と
、
味
気
な
き
が
込
み
上
げ
て
き
た
。
が
、
家
の
事
情
を
知
り
尽
く
し
た
恵
子
に
は
、
強
つ
で
も
父

（
日
）

母
の
意
向
に
逆
っ
て
頑
張
る
ほ
ど
の
勇
気
は
出
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
親
の
薦
め

に
従
っ
た
女
性
が
不
幸
に
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
男
と
同
棲
し
た
女
性
が
不
幸
に
な
っ
た
と
い
う
結
末
は
、

一
般
大
衆
向
け
の
読
み
物
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、
話
が
悲
惨
に
な
り
す
ぎ
る
の
を
避
け
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
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る
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
多
く
の
作
品
に
、
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
自
ら
の
意
思
で
婚
姻
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
女
性
が
描
か

い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
女
性
が
家
や
親
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
肯
定
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
と

れ
て
い
る
以
上
、

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

家
督
相
続
と
私
生
子
認
知

(M
) 

竹
田
が
、
本
格
的
に
法
制
度
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の
改
善
を
訴
え
た
最
初
の
作
品
と
い
え
る
の
が
、
「
女
よ
男
を
裁
け
」
（
昭

和
一
O
年
、
「
講
談
倶
楽
部
」
増
刊
号
）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
明
治
民
法
が
定
め
る
推
定
家
督
相
続
人
の
順
位
の
問
題
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
そ
の
規
定
の
内
容
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
民
法
第
九
七

O
条
第
一
項
第
二
号
は
「
親
等
ノ
同
シ
キ
者
ニ
在
リ
テ
ハ
男
ヲ
先
ニ
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
庶
出
男
子
が
嫡
出
女
子
に
優
先
し
て
家
督
相
続
人
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
相
続
上
、
嫡
出
女
子
の

立
場
は
弱
く
、
庶
出
男
子
が
い
る
場
合
、
嫡
出
女
子
を
受
遺
者
と
し
て
遺
贈
を
な
す
と
い
う
内
容
の
、
被
相
続
人
の
遺
言
が
存
在
し

な
け
れ
ば
、
嫡
出
女
子
は
何
も
相
続
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。

こ
の
小
説
で
は
、
戸
主
で
あ
っ
た
父
の
死
亡
後
、
父
の
遺
言
が
な
か
っ
た
た
め
、
庶
出
男
子
に
よ
っ
て
家
を
追
わ
れ
る
嫡
出
女
子



が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
当
然
の
如
く
、
そ
の
理
不
尽
な
出
来
事
の
要
因
が
明
治
民
法
の
規
定
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
を
妾
の
問
題
と
関
連
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生

じ
る
の
は
、
男
女
を
不
平
等
に
扱
う
と
い
う
明
治
民
法
の
規
定
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
、
妾
に
子
を

産
ま
せ
る
よ
う
な
男
性
が
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
男
性
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
問
題
に
な
る
よ
う
な
庶
出

男
子
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

竹
田
は
、
こ
の
よ
う
に
妻
帯
者
が
妻
以
外
の
女
性
に
子
を
産
ま
せ
る
こ
と
を
無
責
任
な
行
動
と
し
て
強
く
非
難
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
も
、
同
様
な
問
題
を
扱
っ
た
小
説
を
い
く
つ
か
発
表
し
て
い
る
口
そ
の
種
の
作
品
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
代
表
的
な

（
日
）
（
日
）

も
の
は
、
「
涙
の
責
任
」
（
昭
和
一
三1

一
四
年
、
「
婦
人
倶
楽
部
」
連
載
）
と
「
妻
の
幸
福
」
（
昭
和
一
五

1

一
七
年
、
「
主
婦
之
友
」
連
載
）

で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
「
涙
の
責
任
」
で
は
、
愛
人
と
の
間
の
子
を
嫡
出
子
と
偽
っ
て
出
生
届
を
出
す
男
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
男
性
は
、

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

そ
の
後
、
妻
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
嫡
出
子
に
家
督
相
続
を
さ
せ
る
た
め
に
、
前
の
虚
偽
出
生
届
の
訂
正
を
な
す
べ
き
か
を
悩
む
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
、
虚
偽
の
出
生
届
を
訂
正
し
て
、
前
の
子
を
嫡
出
子
か
ら
庶
子
と
し
て
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
子
が
優
先

的
に
家
督
相
続
で
き
る
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
前
の
子
は
、
長
男
で
あ
り
な
が
ら
家

督
相
続
で
き
な
い
と
い
う
大
き
な
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
虚
偽
の
出
生
届
を
出
し
た
の
も
、
親
の
責
任
で
あ

っ
て
、
子
に
は
何
ら
責
任
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
の
小
説
で
は
、
妻
の
反
対
も
あ
り
、
男
性
は
出
生
届
の
訂
正
を
思

い
と
ど
ま
る
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
「
妻
の
幸
福
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
妻
と
の
聞
に
す
で
に
女
子
が
い
る
男
性
が
、
愛
人
と
の
間
の
男
子
を
認
知
す
べ

き
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
、
悶
着
が
生
じ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
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律
上
、
家
督
相
続
に
関
し
て
、
嫡
出
女
子
よ
り
も
庶
出
男
子
に
優
先
資
格
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
愛
人
と



の
聞
の
男
子
を
認
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嫡
出
女
子
の
家
督
相
続
人
と
し
て
の
地
位
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
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る
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
認
知
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
子
は
、
法
律
上
、
父
親
の
い
な
い
子
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
、
子
に
と
っ
て
大
き
な
不
利
益
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
愛
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
子
本
人
に
何
ら

責
任
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
人
に
責
任
の
な
い
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
に
こ
の
よ
う
な
大
き
な
不
利
益
を
負
わ
せ

る
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
小
説
で
は
、
愛
人
で
あ
る
女
性
と
こ
の
男
子
と
の
聞
に
養
子
縁
組
を
行
っ
た
後
に
、
男
性
が
認
知
を
行
う
と
い
う

（
口
）

解
決
策
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
そ
の
根
拠
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
縁
組
又
ハ
婚
姻
ニ
因
リ
他
家
ニ
入

リ
タ
ル
私
生
子
ハ
認
知
ニ
因
リ
父
ノ
家
ニ
入
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
」
「
前
述
ノ
場
合
私
生
子
カ
其
ノ
後
離
縁
又
ハ
離
婚
ト

一
旦
、
養
子
縁
組
を
行
つ

ナ
ル
モ
父
ノ
家
ニ
入
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
い
う
昭
和
六
年
七
月
一
日
の
法
曹
会
決
議
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

て
し
ま
え
ば
、
後
か
ら
認
知
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
子
が
認
知
を
行
っ
た
男
性
の
家
に
入
籍
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嫡
出
女
子
は
父
か
ら
認
知
さ
れ
た
子
に
よ
り
相
続
権
を
脅
か
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
認
知
を
受
け
る
子
の
側
に
と
っ
て
も
、
法
律
上
、
父
が
存
在
し
な
い
と
い
う

状
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
益
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
嫡
出
女
子
と
実
母
の
養
子
と
な
っ
た
男
子
の
双
方
の
利
益
が
保

護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
一
応
、
妥
当
と
も
い
え
る
決
着
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
挙
げ
た
一
連
の
小
説
で
は
、
私

生
子
認
知
が
家
督
相
続
と
絡
ん
で
大
き
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
竹
田
は
、
そ
の
原
因
が
妻
帯
者
の

無
責
任
と
家
督
相
続
に
お
け
る
男
女
不
平
等
に
あ
る
こ
と
を
強
く
訴
え
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
家
督
相
続
と

い
う
制
度
自
体
に
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
竹
田
の
小
説
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。



例
え
ば
、
前
に
挙
げ
た
「
妻
の
幸
福
」
で
は
、
被
相
続
人
の
遺
言
に
よ
り
被
相
続
人
の
財
産
の
半
分
し
か
相
続
で
き
な
く
な
っ
た

家
督
相
続
人
が
、
遺
産
を
独
り
占
め
し
よ
う
と
し
て
、
遺
言
の
執
行
を
妨
害
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起

き
る
背
景
に
は
、
遺
産
を
独
占
的
に
相
続
で
き
る
よ
う
な
家
督
相
続
の
仕
組
み
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

よ
う
な
制
度
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
遺
産
の
独
占
を
当
然
で
あ
る
と
考
え
、
遺
言
の
執
行
を
妨
害
す
る
よ
う
な
家
督
相
続
人
が
現
れ
る

の
で
あ
る
。

（
国
）

さ
ら
に
、
「
時
代
の
霧
」
（
昭
和
一
二
年
）
で
は
、
そ
の
よ
う
な
家
督
相
続
制
度
の
問
題
点
が
よ
り
一
層
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
小
説
に
登
場
す
る
の
は
、
法
定
の
推
定
家
督
相
続
人
が
女
子
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
家
の
財
産
を
狙
っ
て
、

そ
の
女
子
の
父
で
あ
る
戸
主
と
養
子
縁
組
を
結
ぼ
う
と
す
る
男
で
あ
る
。
こ
の
男
は
、
当
初
、
女
子
と
婚
姻
し
、
戸
、
王
の
婿
養
子
と

な
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
女
子
に
よ
っ
て
婚
姻
を
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
戸
主
が
病
の
た
め
一
時
心
神
喪
失
状
態
に

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

な
っ
た
の
を
機
に
、
偽
造
し
た
養
子
縁
組
の
届
出
を
出
し
、
戸
主
と
の
聞
に
養
子
縁
組
を
行
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
養
子
縁
組
は
、
養
親
と
な
る
べ
き
戸
主
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
か
ら
、
当
然
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
大

判
明
治
四
一
年
一
一
月
六
日
）
が
、
そ
も
そ
も
一
連
の
問
題
が
起
き
る
の
は
、
遺
産
を
独
占
的
に
相
続
で
き
る
よ
う
な
家
督
相
続
制

度
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
戸
主
の
財
産
を
独
占
し
よ
う
と
し
て
、
戸
主
の
養
子
と
な
り
、
家
督
相
続
人
と
し
て
の
地
位

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
論
む
者
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
妻
の
幸
福
」
の
場
合
と
は
異
な
り
、
家
督
相
続
人
の
地
位
を

不
正
に
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
余
計
に
家
督
相
続
制
度
の
弊
害
が
際
立
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
も
、
家
督
相
続
に
お
け
る
男
女
不
平
等
の
問
題
は
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
戸
主
の
同
意

が
あ
れ
ば
、
養
子
縁
組
は
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戸
主
の
子
が
女
子
の
み
で
あ
る
と
き
は
、
戸
主
は
別

に
男
子
を
養
子
と
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
戸
主
に
す
で
に
男
子
（
嫡
出
子
及
び
庶
子
）
の
子
が
あ
る
場
合
は
、

1021 
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戸
主
は
新
た
に
別
の
男
子
を
養
子
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
明
治
民
法
第
八
三
九
条
が
、
「
法
定
ノ
推
定
家

督
相
続
人
タ
ル
男
子
ア
ル
者
ハ
男
子
ヲ
養
子
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
す
で
に
法
定
の
推

定
家
督
相
続
人
の
地
位
に
あ
る
男
子
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
く
、
法
定
の
推
定

家
督
相
続
人
た
る
地
位
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
女
子
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
保
護
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
女
子
は
、
男
子
を
養
子
と
す
る
養
子
縁
組
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
、
家
督
相
続
人
た
る
地
位
を
失
い
か

ね
な
い
状
況
の
下
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
小
説
の
中
の
「
他
人
に
家
を
奪
は
れ
て
、

（
日
）

国
の
法
律
だ
ら
う
か
？
」
と
い
う
言
葉
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
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一
人
娘
が
追
ひ
出
さ
れ
る
｜
｜
そ
れ
が
我

た
だ
、
こ
の
小
説
に
は
、
明
治
民
法
第
八
三
九
条
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
が
、
前
に
挙
げ
た
明
治
民
法
第

九
七
O
条
第
一
項
第
二
号
の
場
合
と
同
様
、
男
女
を
不
平
等
に
扱
う
法
制
度
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い

で
あ
ろ
、
っ
。

こ
の
よ
う
に
、
竹
田
の
作
品
で
は
、
家
督
相
続
制
度
の
問
題
点
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
力
点
は
主
に
男
女
不
平

等
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
督
相
続
人
が
独
占
的
に
財
産
を
相
続
で
き
る
と
い
う
家
督

相
続
そ
の
も
の
の
仕
組
み
に
関
し
て
は
、
直
接
的
な
批
判
を
行
っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
家
督
相
続
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
問
題
は
明
治
民
法
の
根
幹
に
あ
っ
た
家
制
度
に
も
絡
ん
で
く
る
の
で
あ
る
が
、
竹
田
自
身
が
家
制
度
と
い
う
も
の

に
対
し
て
明
確
な
姿
勢
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
立
場
は
、
取
り
敢
え
ず
、
家
督
相
続
制
度
を
肯
定
し
た

上
で
、
男
女
不
平
等
と
い
う
問
題
点
の
改
善
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
連
の
作
品
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
家
督
相
続
制
度
の
問
題
点
が
浮
彫
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
作
者
本
人
の
意
図
を
超
え
て
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。



四

母
の
監
護
権

竹
田
の
作
品
に
は
、
子
に
対
す
る
母
の
愛
情
を
強
調
し
た
も
の
が
多
い
。
こ
の
傾
向
は
、
戦
後
、
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
く
の

で
あ
る
が
、
戦
前
・
戦
中
と
戦
後
と
で
は
、
そ
の
内
容
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
前
・
戦
中
の
場
合
は
、
家
の
中
で

の
母
の
立
場
の
弱
さ
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
戦
後
の
場
合
は
、
子
を
育
て
る
母
の
苦
労
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く

な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
後
に
な
っ
て
、
家
庭
を
取
り
巻
く
社
会
や
法
律
の
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

特
に
、
民
法
改
正
に
よ
っ
て
家
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
母
の
地
位
に
多
大
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
母
は
、

少
な
く
と
も
、
法
が
規
定
す
る
家
制
度
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
子
と
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

戦
後
の
作
品
で
は
、
戦
前
・
戦
中
の
作
品
と
比
べ
て
、
直
接
、
法
律
に
関
し
て
触
れ
る
よ
う
な
記
述
が
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
戦
前
・
戦
中
の
作
品
に
は
、
法
律
、
殊
に
明
治
民
法
に
関
す
る
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
発
表
さ

れ
た
母
物
の
代
表
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
子
は
誰
の
も
の
」
（
昭
和
一
一
1

一
一
一
年
、
「
主
婦
之
友
」
連
載
）
、
「
貞
操
の
証
」

（
昭
和
二
一
年
、
「
講
談
倶
楽
部
」
連
載
）
、
「
母
は
強
し
」
（
昭
和
二
二
i

一
四
年
、
「
主
婦
之
友
」
連
載
）
、
「
若
い
未
亡
人
」
（
昭
和
一
四

1

一
五
年
、
「
日
の
出
」
連
載
）
な
ど
で
あ
る
。

（
却
）

ま
ず
、
「
子
は
誰
の
も
の
」
で
は
、
夫
の
家
で
男
姑
に
苛
め
ら
れ
た
末
、
何
ら
落
ち
度
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
を
残
し
た

ま
ま
、
家
を
追
い
出
さ
れ
、
強
制
的
に
離
婚
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
明
治
民
法
第
八
七
七
条
第
一
項
は
「
子

ハ
其
家
ニ
在
ル
父
ノ
親
権
ニ
服
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
か
ら
、
父
母
が
離
婚
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
子
は
父
の
家
に
残
り
、
父
の

親
権
に
服
す
る
の
が
一
般
的
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
説
で
も
、
離
婚
さ
せ
ら
れ
た
女
性
は
、
子
に
と
っ
て
実

1023 

母
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
と
の
関
係
を
断
た
れ
、
悲
嘆
に
暮
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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た
だ
、
こ
の
小
説
で
は
、
幸
い
な
こ
と
に
、
そ
の
後
、
別
れ
た
夫
が
改
心
し
、
夫
婦
が
縫
り
を
戻
す
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
父
親
側
に
有
利
な
法
制
度
を
直
接
的
に
批
判
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
最
初
の
妻
と

経
り
を
一
民
す
に
あ
た
っ
て
、
再
婚
し
た
女
性
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
を
そ
の
女
性
に
引
き
取
ら
せ
た
上
で
、
そ
の
女
性
と
離
婚
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
離
婚
し
た
夫
婦
の
子
が
実
母
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
は
回
避
さ
れ
、
そ
の

1024 

こ
と
が
明
治
民
法
第
八
七
七
条
第
一
項
の
問
題
点
を
若
干
際
立
た
せ
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
の
は
、
男
性
が
再
婚
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
別
れ
た
妻
と
の
間
の
子
が
障
害
に
な
る
の
を
避
け
る
た

め
、
母
親
側
に
子
を
引
き
取
ら
せ
る
と
い
う
引
取
入
籍
（
明
治
民
法
第
七
三
八
条
第
二
項
）
が
抵
抗
感
な
く
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
民
法
上
、
当
然
、
離
婚
に
よ
っ
て
母
親
が
子
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
離
婚
当
事
者
の

意
思
に
よ
っ
て
、
母
親
側
が
子
を
引
き
取
る
場
合
も
相
当
数
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
民
法
が
父
親
側
に
有
利
な
規
定
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

父
親
側
が
子
の
親
権
を
主
張
し
た
場
合
、
母
親
に
と
っ
て
は
子
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
と
い
う
お
そ
れ
は
十
分
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
幻
）

そ
れ
で
は
、
夫
婦
が
内
縁
関
係
に
あ
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
貞
操
の
証
」
で
は
、
内
縁
の
妻
の
貞
操
を
疑
っ
た
夫
が
、

子
を
連
れ
て
家
を
出
る
と
い
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
妻
は
夫
に
よ
っ
て
一
方
的
に
我
が
子
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で

あ
る
が
、
法
律
上
、
何
ら
母
と
し
て
な
す
べ
き
術
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
父
母
が
内
縁
関
係
に
あ
る
場
合
、
誰
が
子
に
対
す
る

親
権
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
母
が
親
権
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
上
、
当
然
、
母
は
父
に
対
し
て
子
の
引

渡
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
の
場
合
、
子
が
庶
子
と
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
父
の
両
親
（
子
に

(m
) 

と
っ
て
は
祖
父
母
）
の
聞
に
生
ま
れ
た
嫡
出
子
と
し
て
届
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
法
律
上
、
子
の
親
権
者
と
な
る
の
は
、

祖
父
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
実
母
は
、
内
縁
の
夫
に
対
し
て
、
子
の
引
渡
を
請
求
す
る
こ
と
が
極
め
て



困
難
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
親
が
内
縁
関
係
に
あ
る
場
合
、
実
母
の
子
に
対
す
る
権
利
が

い
か
に
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
た
と
え
両
親
が
法
律
婚
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
明
治
民
法
第
八
七
七
条
第
一
項
に
よ
っ
て
、
親
権
者
は
原
則
と
し
て
父

と
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
母
の
子
に
対
す
る
権
利
が
弱
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
た
だ
、
父
が
死
亡
し
た
場
合
な

ど
は
、
母
が
父
に
代
わ
っ
て
親
権
者
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
明
治
民
法
第
八
七
七
条
第
二
項
）
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
母
の
子
に
対
す
る
権
利
が
常
に
盤
石
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。

（
お
）

そ
の
こ
と
は
、
「
若
い
未
亡
人
」
と
い
う
作
品
を
み
れ
ば
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
夫
の
死
亡
後
、
夫
の

両
親
か
ら
子
の
引
渡
の
請
求
を
受
け
て
苦
悩
す
る
母
親
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
亡
く
な
っ
た
夫
で
は
な
く
、
夫
の
父
が
戸

主
で
あ
っ
た
た
め
、
夫
の
父
か
ら
、
戸
主
の
家
族
に
対
す
る
居
所
指
定
権
（
明
治
民
法
第
七
四
九
条
第
一
項
）
に
基
づ
い
て
、
子
の
引

渡
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
明
治
民
法
第
七
四
九
条
第
三
項
は
、
家
族
が
こ
の
請
求
に
従
わ
な
い
場
合
、
戸
主
が
そ
の
家
族
を
離

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

籍
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
も
し
母
親
が
戸
主
の
請
求
に
従
わ
ず
、
離
籍
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
母
親
は
子
と
家
を
別

に
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
母
親
の
親
権
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
母
親
は
子
に
対
す
る
権
利
を
失
い
、
子
か
ら
引

き
離
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
夫
が
戸
主
で
は
な
い
場
合
も
、
母
の
子
に
対
す
る
権
利
が
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

イ〉

ま
り
、
戸
主
の
も
つ
居
所
指
定
権
や
離
籍
権
が
、
母
の
親
権
に
と
っ
て
極
め
て
脅
威
と
な
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
が
あ
っ

(M
) 

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
竹
田
は
、
こ
の
よ
う
な
母
親
の
弱
い
立
場
の
み
を
描
い
て
、
世
の
中
か
ら
の
同
情
を
誘
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
小
説
の
中
で
、
母
と
し
て
子
を
監
護
す
る
権
利
を
積
極
的
に
主
張
す
る
女
性
を
描
い
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

（
お
）

そ
れ
は
、
「
母
は
強
し
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
夫
か
ら
貞
操
を
疑
わ
れ
て
、
家
を
追
い
出
さ
れ
た
妻
が
、
家
か

1025 



ら
嬰
児
を
連
れ
出
し
、
夫
側
か
ら
そ
の
引
渡
を
請
求
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
物
語
は
、
夫
側
か
ら
の
申
請
に
基
づ
く
嬰
児
引

渡
の
仮
処
分
命
令
に
対
し
て
、
妻
が
異
議
の
申
立
を
行
い
、
争
う
と
い
う
か
た
ち
で
展
開
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
、
夫
側
が
連
れ

戻
し
た
嬰
児
を
里
子
に
出
し
、
そ
の
里
親
が
嬰
児
を
虐
待
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
夫
は
親
権
者
と
し
て
の

1026 
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義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と
し
て
、
妻
側
の
申
立
通
り
、
妻
が
子
に
対
し
て
監
護
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
は
、
妻
が
子
か
ら
引
き
離
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
夫
の
親
権
者
と
し
て
の
不
適
格
性
を
理
由
と
し
て
争
う
こ

と
が
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
法
律
上
、
不
利
な
立
場
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

子
に
対
す
る
監
護
権
を
求
め
て
、
法
的
手
段
に
訴
え
る
女
性
の
逗
し
い
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
竹
田
は
、
こ
の
作
品
を
通
じ
て
、

母
の
子
に
対
す
る
権
利
が
不
安
定
な
法
律
の
現
状
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
の
改
善
を
訴
え
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

び

竹
田
敏
彦
は
そ
の
三
O
年
以
上
に
も
わ
た
る
作
家
生
活
の
中
で
数
多
く
の
小
説
を
発
表
し
続
け
て
き
た
が
、
そ
の
作
品
が
最
も
好

評
を
博
し
、
注
目
を
浴
び
た
時
期
は
昭
和
一
0
年
代
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
は
、
戦
争
が
激
化
し
、
男
性
が

続
々
と
出
征
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
徴
兵
に
よ
っ
て
一
家
の
大
黒
柱
を
失
っ
た
家
庭
で
は
、
残
さ
れ
た
婦
人
が
自

ら
働
い
て
収
入
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
争
と
い
う
現
実
が
、
否
応
な
し
に
女
性
の
社
会
進
出
を
促
し
た
と
い
う
面
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
明
治
民
法
を
中
心
と
し
て
、
法
律
は
男
性
優
位
の
内
容
の
ま
ま
で
あ
り
、
女
性
の

つ
ま
り
、
男
性
優
位
の
法
制
度
は
、
男
性
が
家
庭
に
お
い

て
女
性
を
保
護
す
る
と
い
う
前
提
の
下
に
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
戦
争
の
激
化
が
男
性
を
家
庭
か
ら
奪
い
、
そ
う
し
た
建
前
が
許
さ

れ
な
く
な
っ
て
き
た
状
況
に
お
い
て
も
、
従
来
通
り
に
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
竹
田
の
作
品
が
好
評
を
博
し
た
の
も
、
こ
う
し

置
か
れ
た
現
実
と
の
聞
に
大
き
な
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。



（
部
）

た
状
況
の
変
化
を
よ
く
と
ら
え
て
、
女
性
の
不
満
を
巧
く
描
き
出
す
の
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
時
期
の
作
品
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
、
法
制
度
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
明
治
民
法
に
対
す
る
竹
田
の
姿
勢
を
指
摘
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
は
、
家
督
相
続
に
お
け
る
男
女
不
平
等
や
母
の
子
に
対
す
る
不
安
定
な
立
場
な
ど
、
明
治
民
法
が
抱
え
る
問
題
点
を
指
摘
し
、

そ
の
改
善
を
訴
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ま
さ
に
女
性
の
立
場
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
、
そ
の
作
品
が
多
く

の
女
性
か
ら
支
持
さ
れ
た
所
以
と
な
っ
て
い
る
。

二
は
、
子
の
立
場
に
立
っ
て
、
子
の
利
益
を
保
護
す
る
よ
う
に
民
法
の
適
用
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
、

私
生
子
認
知
の
場
面
に
お
い
て
、
法
律
上
、
父
の
い
な
い
こ
と
が
、
子
に
と
っ
て
い
か
に
不
利
益
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
強
く
説

く
と
こ
ろ
な
ど
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
戦
後
の
作
品
に
お
い
て
、
ま
す
ま
す
強
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

三
は
、
明
治
民
法
の
根
幹
と
も
い
え
る
家
制
度
に
対
し
て
は
、
明
確
な
姿
勢
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
男
女
不

竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

平
等
と
い
う
家
督
相
続
の
問
題
点
は
指
摘
し
つ
つ
も
、
家
督
相
続
そ
の
も
の
の
意
義
に
関
し
て
は
否
定
し
な
い
な
ど
、
家
制
度
そ
の

も
の
の
批
判
に
は
踏
み
込
も
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
女
性
が
家
の
犠
牲
と
な
る
こ
と
を
否
定
す
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
一

方
、
家
の
尊
重
を
説
く
と
こ
ろ
も
あ
り
、
作
品
を
み
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
立
場
が
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
は
と
れ
な
い
。
そ
の

た
め
、
家
制
度
に
対
す
る
そ
の
姿
勢
は
ま
す
ま
す
暖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
当
時
は
表
現
内
容
に
対
す
る
規
制
が
強
く
、
ま
た
、
そ
の
作
品
が
大
衆
向
け
の
読
み
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

作
品
に
お
い
て
、
家
制
度
と
い
う
法
の
基
本
的
立
場
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家

制
度
に
関
し
て
立
場
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
制
度
そ
の
も
の
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
か
も
し
れ

つ
ま
り
、
疑
問
を
感
じ
て
い
て
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
批
判
で
き
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
暖
昧
な
姿
勢
を
と
る
し
か
な
か
っ
た

為
、
、
亀
代
》

宇
山O
し
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
竹
田
が
そ
こ
ま
で
家
制
度
に
批
判
的
で
あ
っ
た
と
い
う
確
証
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
女
性
の
立



場
に
関
し
て
は
改
善
の
必
要
性
を
強
く
主
張
し
た
竹
田
で
あ
っ
た
が
、
家
制
度
に
関
し
て
は
当
然
の
前
提
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
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れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
本
人
の
意
図
は
別
と
し
て
、
そ
の
作
品
に
描
か
れ
た
内
容
は
家
制
度
そ
の
も
の
の
問
題
点
を
浮
彫
に
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
竹
田
が
最
も
強
く
関
心
を
持
ち
、
そ
の
作
品
を
通
じ
て
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、
女
性
や
私
生
子
が

法
的
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
訴
え

が
、
そ
の
作
品
を
通
じ
て
、
人
々
の
共
感
を
呼
び
、
そ
の
後
の
民
法
改
正
の
動
き
に
も
幾
分
か
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

（1
）
中
田
薫
『
徳
川
時
代
の
文
学
と
私
法
』
（
大
正
一
二
年
、
半
狂
堂
）
。

（2
）
勝
本
正
晃
「
法
律
よ
り
見
た
る
日
本
文
学
」
、
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
』
（
昭
和
七
年
、
岩
波
書
店
）
、
勝
本
正
晃
『
文
芸
と
法
律
』

（
昭
和
二
三
年
、
国
立
書
院
）
。

（3
）
長
尾
龍
一
「
文
学
の
中
の
法
』
（
平
成
一
O
年
、
日
本
評
論
社
）
。

（4
）
中
川
剛
『
文
学
の
な
か
の
法
感
覚
』
（
平
成
一
八
年
、
信
山
杜
出
版
）
。

（5
）
勝
本
正
晃
『
法
律
よ
り
見
た
る
日
本
文
学
』
（
昭
和
九
年
、
巌
松
堂
）
一
一
四

1

一
一
五
頁
。

（6
）
勝
本
正
晃
「
文
芸
と
法
律
」
、
『
机
辺
散
語
』
（
昭
和
五O
年
、
創
文
社
）
九
三
頁
。
初
出
は
「
消
防
大
学
学
友
会
報
」
（
昭
和
三
九

年
）
。

（7
）
竹
田
敏
彦
『
紅
痕
』
（
昭
和
二
三
年
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
）
の
序
文
。

（8
）
竹
田
敏
彦
「
女
よ
男
を
裁
け
』
（
昭
和
二
四
年
、
青
踏
社
）
所
収
の
も
の
を
参
照
。

（9
）
有
斐
閣
よ
り
刊
行
。

（
叩
）
岩
田
・
前
掲
注
（9
）
二
七
四
頁
。

（
日
）
昭
和
三
O
年
に
東
方
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
を
参
照
。

（
ロ
）
昭
和
一
六
年
に
非
凡
閤
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
を
参
照
。



竹田敏彦の通俗小説にみえる明治民法観

（
日
）
竹
田
・
前
掲
注
（
ロ
）
一
一
七1

一
一
八
頁
。

（
比
）
竹
田
・
前
掲
注
（
8

）
参
照
。

（
日
）
昭
和
二
二
年
に
矢
貴
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
を
参
照
。

（
日
）
昭
和
一
七
年
に
春
陽
堂
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
を
参
照
。

（
げ
）
竹
田
・
前
掲
注
（
同
）
二
八
二
1

二
八
三
頁
。

（
時
）
昭
和
二
五
年
に
春
陽
堂
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
を
参
照
。
同
書
に
は
、
「
子
は
誰
の
も
の
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
問
）
竹
田
・
前
掲
注
（
問
）
三
四
一
頁
。

（
却
）
竹
田
・
前
掲
注
（
時
）
参
照
。

（
幻
）
昭
和
二
二
年
に
蔵
治
書
房
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
を
参
照
。

（
勾
）
竹
田
・
前
掲
注
（
幻
）
二O
頁
。

（
お
）
昭
和
三
一
年
に
東
方
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
を
参
照
。

（M
）
そ
の
後
、
戸
主
に
よ
る
離
籍
権
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
、
明
治
民
法
第
七
四
九
条
第
三
項
は
昭
和
一
六
年
改
正
に
よ
っ
て
「
若
シ

家
族
カ
正
当
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
其
催
告
ニ
応
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
戸
主
ハ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
離
籍
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
改
め
ら
れ
た

（
中
川
善
之
助
『
日
本
親
族
法l
昭
和
十
七
年
｜
』
（
昭
和
一
七
年
、
日
本
評
論
社
）
参
照
）
。

（
お
）
昭
和
二
二
年
に
鷺
ノ
宮
書
房
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
を
参
照
。

（
お
）
拙
稿
「
竹
田
敏
彦
の
通
俗
小
説
に
描
か
れ
た
法
律
問
題
」
、
『
法
史
学
研
究
会
会
報
』
第
一O号
（
平
成
一
七
年
）
九
一
頁
。
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