
は
じ
め
に

「
中
央
公
論
」
の
大
正
新
機
運
号
（
大
正
四
年
七
月
臨
時
増
刊
）
に
掲
載
さ

れ
た
田
村
俊
子
「
彼
女
の
生
活
」
は
、
第
一
回
田
村
俊
子
賞
を
受
賞
し
た
瀬
戸

内
晴
美
の
評
伝
『
田
村
俊
子
』（
昭
和
三
六
・
四

文
芸
春
秋
新
社
）
に
よ
る

「
主
張
と
説
明
ば
か
り
多
く
、
冗
漫
で
、
作
品
と
し
て
の
出
来
は
俊
子
の
作
と

も
思
え
な
い
」
と
い
う
否
定
的
評
価
の
故
か
、
長
ら
く
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
評
価
が
変
化
を
来
た
す
の
は
、
八

〇
年
代
か
ら
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
定
着
を
経
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
り
、

例
え
ば
、
駒
尺
喜
美
・
田
嶋
陽
子
・
長
谷
川
啓
・
小
林
裕
子
の
座
談
会
「
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
可
能
性
｜
｜
日
本
近
代
文
学
を
読
み
直
す
」（「
新
日
本
文

学
」
昭
和
六
二
・
四
）
に
お
い
て
、
長
谷
川
は
、「
彼
女
の
生
活
」
を
「「
青

鞜
」
時
代
が
生
み
出
し
た
女
性
解
放
文
学
の
最
高
峰
の
ひ
と
つ
」
と
評
価
、
昭

和
六
二
年
一
二
月
か
ら
刊
行
さ
れ
始
め
た
『
田
村
俊
子
作
品
集
』
の
刊
行
の
意

義
を
こ
の
一
篇
の
テ
ク
ス
ト
の
所
収
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
も
い
る
。
そ

の
後
に
出
た
山
崎
真
紀
子
や
鈴
木
正
和
等
の
論
考
は
、
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
こ

う
し
た
評
価
の
転
換
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
末
尾
に
お
け
る
優
子
の
〈
愛

の

捉
え
方
に
大
き
く
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
高
い
評
価
を
与

え
た
長
谷
川
は
、
優
子
の
〈
愛

の
様
相
を
、「
自
己
欺
瞞
・
自
己
暗
示
」
と

し
て
捉
え
、「
父
権
に
抗
す
る
ど
こ
ろ
か
家
政
の
す
べ
て
の
重
荷
を
負
っ
て

「
悲
惨
な
生
活
」
を
つ
づ
け
、
結
局
は
愛
が
犠
牲
を
強
い
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
愛
の
力
で
難
関
を
切
り
抜
け
て
き
た
と
思
い
込
み
、
性
差
の
本
質
か
ら

目
を
そ
ら
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
自
ら
が
愛
の
権
化
に
な
る
こ
と
で

緊

縛
の
悶
掻
き

を
救
済
・
解
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く

結
婚
制
度
内
に
く
み
込
ま
れ
て
い
く
発
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
語
り
手
は
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｜
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見
据
え
て
い
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
こ
の
末
尾
は
「
一
見
い
さ
さ
か
物
足
り
な

い
終
幕
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
な
か
な
か
風
刺
の
利
い
た
結
婚
生
活
の
告
発
」

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

テ
ク
ス
ト
末
尾
に
お
け
る
優
子
の
〈
愛

の
あ
り
方
を
「
自
己
欺
瞞
」
と
し

て
捉
え
る
か
否
か
と
い
う
論
点
は
山
崎
や
鈴
木
の
論
考
に
も
引
き
継
が
れ
、
そ

の
点
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
評
価
も
多
少
の
揺
ら
ぎ
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
が
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
限
定
し
て
分
析
を
行
っ
て

い
る
と
い
う
点
、
及
び
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
「
中
央

公
論
」
の
大
正
新
機
運
号
に
掲
載
さ
れ
、「
問
題
小
説
と
問
題
劇
」
の
一
篇
と

し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
も

共
有
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、「
彼
女
の
生

活
」
を
「
問
題
小
説
と
問
題
劇
」
の
一
篇
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
同
時
代
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
そ
の
強
度
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

一
〈
問
題
文
芸

の
諸
相

「
彼
女
の
生
活
」
が
発
表
さ
れ
た
大
正
四
年
は
、
中
村
星
湖
の
「
問
題
文
芸

の
提
起
」（「
読
売
新
聞
」
大
正
四
・
一
・
一
）
に
揺
れ
た
一
年
で
あ
っ
た
。
中

村
星
湖
の
提
唱
し
た
〈
問
題
文
芸

は
、
ま
ず
〈
心
理

描
写
の
重
要
性
を
訴

え
か
け
、〈
心
理

に
対
す
る
作
者
の
態
度
を
、「
作
家
の
眼
が
人
間
生
活
の
過

去
、
現
在
を
見
る
と
同
時
に
未
来
を
見
、
作
家
の
指
が
人
間
心
理
の
原
因
や
過

田
村
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の
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活
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六
一

程
を
指
差
す
と
同
時
に
未
来
を
指
差
し
て
ゐ
る
事
」、
さ
ら
に
は
「
在
り
の
侭

の
生
活
を
宛
が
ら
に
取
入
れ
る
事
に
安
ん
ぜ
ず
し
て
、
更
に
前
途
の
開
拓
に
歩

武
を
進
め
る
事
で
あ
る
。
現
実
か
ら
理
想
を
作
り
、
幻
滅
か
ら
新
生
を
予
想
し
、

現
実
暴
露
の
悲
哀
か
ら
理
想
実
現
の
歓
喜
に
向
は
う
と
努
力
す
る
事
で
あ
る
」

と
し
て
、
自
然
主
義
的
な
「
現
実
暴
露
の
悲
哀
」
か
ら
脱
し
、
未
来
へ
の
志
向

性
と
開
拓
へ
の
意
志
を
強
く
求
め
る
。
星
湖
が
〈
問
題
文
芸

に
期
待
し
た
の

は
「
未
来
の
指
示
（
指
示
と
は
な
ら
な
い
ま
で
も
暗
示
）
に
富
ん
で
ゐ
る
芸

術
」、
す
な
わ
ち
「
未
来
の
生
活
の
為
め
の
芸
術
」
で
あ
り
、〈
問
題
文
芸

を

な
す
根
本
に
は
、「
問
題
的
生
活
」、
つ
ま
り
「
日
に
新
に
日
に
新
な
生
活
を
追

ひ
求
め
る
強
情
執
拗
な
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
前
述
し
た
「
中
央
公
論
」
大
正

新
機
運
号
で
あ
り
、
言
わ
ば
そ
の
誌
上
で
編
ま
れ
た
「
問
題
小
説
と
問
題
劇
」

は
、
大
正
の
「
新
機
運
」
を
表
象
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
一
つ
の
モ
ー
ド
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。「
彼
女
の
生
活
」
の
他
に
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、

田
山
花
袋
「
小
さ
な
廃
墟
」、
松
居
松
葉
「
結
婚
満
期
」、
中
村
星
湖
「
吹
雪
の

野
を
」、
岩
野
泡
鳴
「
三
角
畑
」、
中
村
吉
蔵
「
爆
発
」、
上
司
小
剣
「
美
女
の

死
骸
」、
池
田
大
伍
「
共
益
貯
金
」、
秋
田
雨
雀
「
緑
の
野
」、
森

外
「
魚
玄

機
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
全
て
に
星
湖
が
提
唱
し
た
よ

う
な
〈
問
題
文
芸

が
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
花
袋
の

「
小
さ
な
廃
墟
」
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
内
部
に
お
い
て
〈
問
題
文
芸

そ
の
も



の
を
相
対
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
語
り
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
実
際
、

後
に
花
袋
は
「
問
題
文
芸
の
唱
道
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
殆
ど
意
味
を
成
さ
な
い

と
言
つ
て
差
支
な
い
」
と
、
論
点
を
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
魚
玄
機
が
犯
し
た
殺
人
事
件
を
描
い
た

外
の
歴
史
小
説

「
魚
玄
機
」
は
、
星
湖
の
言
う
よ
う
な
〈
問
題
文
芸

か
ら
は
か
な
り
の
距
離

が
あ
り
、
明
ら
か
な
ミ
ス
キ
ャ
ス
ト
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

「
中
央
公
論
」
新
機
運
号
発
行
後
、「
早
稲
田
文
学
」（
大
正
四
・
九
）、「
新

潮
」（
大
正
四
・
九
）
誌
上
等
で
〈
問
題
文
芸

の
特
集
が
組
ま
れ
た
が
、
石

坂
養
平
、
内
藤

、
山
田
檳
榔
、
相
馬
御
風
等
多
く
の
論
者
が
こ
の
「
問
題
小

説
と
問
題
劇
」
を
評
価
し
て
お
ら
ず
、
岩
野
泡
鳴
と
中
村
星
湖
の
テ
ク
ス
ト
を

除
い
て
ほ
ぼ
全
否
定
し
た
石
坂
養
平
に
至
っ
て
は
、「
現
行
の
諸
制
度
や
社
会

組
織
や
各
種
の
法
律
上
経
済
上
の
実
際
問
題
に
就
い
て
の
研
究
心
を
旺
盛
に
す

る
こ
と
、
哲
学
思
想
科
学
思
想
を
含
蓄
す
る
こ
と
、
実
社
会
の
渦
中
に
投
じ
て

生
産
的
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
、
女
性
を
玩
弄
す
る
旧
習
を
一
擲
し
て
労
働
者

や
浮
浪
の
徒
を
相
手
と
す
る
だ
け
の
勇
気
と
民
衆
的
精
神
と
を
養
成
す
る
こ

と
」
を
創
作
者
に
求
め
、
作
家
の
生
活
様
式
の
変
革
を
「
実
社
会
」「
社
会
現

象
」
へ
と
求
め
て
い
く
こ
と
で
、
星
湖
の
主
張
し
た
〈
問
題
文
芸

か
ら
の
展

開
を
図
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
中
村
星
湖
は
大
正
四
年
を
回
顧
し
て
、
改

め
て
〈
問
題
文
芸

の
意
義
を
確
認
し
、「
問
題
的
と
云
ふ
事
は
屡
々
社
会
的

と
い
ふ
事
で
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
は
一
方
に
、
永
久
に
個
的
、
自
我
的
で
あ
る

事
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
揚
拡
大
も
問
題
で
あ
れ
ば
、
沈
潜
凝
視
も

問
題
で
あ
る
。
要
は
生
活
の
本
質
を
よ
り
良
く
し
よ
う
と
努
め
る
所
に
在
る
の

で
あ
る
」
と
、
作
家
の
生
活
の
重
要
性
を
再
度
訴
え
か
け
て
い
る
。

「
中
央
公
論
」
の
特
集
、
ひ
い
て
は
〈
問
題
文
芸

を
否
定
す
る
に
せ
よ
肯

定
す
る
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
星
湖
が
主
張
し
た
〈
問
題
文
芸

は
、
イ
プ
セ
ン

の
翻
訳
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ー
チ
ャ
ー
の
発
想
を
借
り
た
も
の
で
あ
っ

た
上
に
、
そ
れ
を
受
け
た
何
人
か
の
論
者
達
が
、〈
問
題
文
芸

の
一
例
と
し

て
「
人
形
の
家
」
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、〈
問
題
文
芸

が
孕
ん
で
い
る
社

会
事
象
と
文
芸
と
の
関
わ
り
に
は
女
性
問
題
が
大
き
く
内
包
さ
れ
て
い
る
。
よ

っ
て
、
こ
の
ま
な
ざ
し
か
ら
「
彼
女
の
生
活
」
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
「
彼
女
の
生
活
」
の
同
時
代
評
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
る
だ
ろ
う

が
、
当
時
の
評
は
二
つ
に
割
れ
て
お
り
、
例
え
ば
石
坂
養
平
は
、「
彼
女
の
生

活
」
に
描
か
れ
た
「
女
主
人
公
の
芸
術
家
と
し
て
の
生
活
」
を
「
有
心
改
造
の

跡
が
著
し
く
極
め
て
実
感
味
に
乏
し
い
」
と
し
、「
彼
女
は
頻
り
に
『
愛
』
と

云
ふ
語
を
繰
返
す
け
れ
ど
も
、
此
語
は
何
時
も
抽
象
的
な
空
疎
な
も
の
に
な
つ

て
ゐ
る
」
と
否
定
的
評
価
、
田
山
花
袋
も
「
矢
張
女
の
作
だ
と
思
ふ
や
う
な
断

定
は
沢
山
に
あ
つ
た
。
男
の
肺
腑
に
も
つ
と
深
く
入
つ
て
行
け
な
い
も
の
だ
ら

う
か
と
も
思
つ
た
」
と
評
価
し
て
い
な
い
。
一
方
で
畔
蒜
こ
と
子
は
「
俊
子
女

史
の
最
近
の
作
品
に
表
は
さ
れ
て
居
る
女
性
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
に
は
限
り

な
く
共
鳴
を
覚
ゆ
る
。
私
達
の
生
活
の
上
に
縦
横
な
批
判
を
投
げ
か
け
て
ゐ
る

田
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と
い
ふ
点
に
於
て
あ
り
が
た
く
思
ふ
。（
中
略
）
実
際
問
題
を
解
決
し
そ
れ
を

ど
こ
ま
で
も
徹
底
的
に
表
現
し
て
み
せ
て
い
た
ゞ
き
た
い
の
で
す
」
と
共
感
を

示
し
、
中
村
孤
月
も
、「
俊
子
氏
は
常
に
其
実
感
を
始
め
だ
け
描
い
て
、
終
り

に
近
づ
く
に
従
つ
て
必
ず
他
人
の
こ
と
に
為
て
終
ふ
」
も
の
の
、「
俊
子
氏
は

常
に
自
己
の
生
活
の
自
由
を
望
ん
で
居
る
。
其
自
由
は
決
し
て
男
か
ら
の
束
縛

か
ら
脱
れ
や
う
と
す
る
自
由
で
は
な
く
、
自
然
そ
の
も
の
か
ら
の
束
縛
、
圧
迫

か
ら
を
脱
れ
が
れ
や
う
と
為
て
居
る
。
此
圧
迫
を
痛
切
に
味
つ
た
点
に
於
い
て

田
村
俊
子
氏
の
「
彼
女
の
生
活
」
は
、
非
常
に
現
実
味
が
あ
り
、
俊
子
氏
が
在

来
の
女
と
異
つ
た
生
活
を
実
行
し
た
力
強
さ
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
「
大
正
四

年
の
文
壇
に
於
い
て
、
最
も
価
値
の
あ
る
創
作
」
と
、
高
く
評
価
す
る
。

優
子
の
〈
愛

の
様
相
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、〈
女
性
問

題

を
取
り
上
げ
た
田
村
俊
子
の
「
彼
女
の
生
活
」
は
、
前
述
し
た
中
村
星
湖

の
「
問
題
的
生
活
」
に
対
す
る
意
味
付
け
を
想
起
す
れ
ば
、
後
年
長
谷
川
啓
等

が
再
評
価
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
〈
問
題
文
芸

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
も
良
い
だ
ろ
う
。
畔
蒜
こ
と
子
や
中
村
孤
月
の
評
に
は
、
評
価
の
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
と
し
て
〈
生
活

の
描
出
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
評
価
は

〈
問
題
文
芸

と
し
て
の
「
彼
女
の
生
活
」
の
評
価
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
く
も

な
い
。

田
村
俊
子
「
彼
女
の
生
活
」
論

六
三

二

優
子
と
新
田
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ロ
ー
ル

「
彼
女
の
生
活
」
の
物
語
内
容
に
お
い
て
、
新
田
と
優
子
が
結
婚
生
活
を
始

め
て
お
よ
そ
三
年
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
が
、
優
子
が
結
婚
を
経
験
し
、
子

供
を
出
産
す
る
ま
で
の
時
間
と
推
測
さ
れ
る
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
は
、
明

治
二
〇
年
代
か
ら
形
象
さ
れ
る
〈
家
庭
、
及
び
そ
の
内
部
に
囲
い
込
ま
れ
る

女
性
へ
の
力
学
が
動
揺
し
始
め
る
時
期
で
あ
っ
た
。
明
治
四
四
年
九
月
の
「
青

鞜
」
創
刊
は
そ
れ
を
代
表
す
る
事
象
と
言
え
よ
う
。
田
村
俊
子
が
「
青
鞜
」
社

員
に
名
を
連
ね
て
い
る
事
実
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、「
彼
女
の
生
活
」
に
は
、

「
青
鞜
」
に
集
積
さ
れ
た
言
説
が
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
田
と
結
婚

す
る
に
際
し
、「
自
己
と
云
ふ
も
の
を
考
へ
る
こ
と
の
出
来
る
聡
明
な
現
代
の

若
い
女
に
有
り
勝
ち
な
危
惧
の
念
で
、
結
婚
と
云
ふ
も
の
に
就
い
て
も
不
安
を

持
つ
て
ゐ
た
」
優
子
に
は
、〈
良
妻
賢
母

を
前
提
と
し
た
結
婚
制
度
に
対
す

る
疑
問
や
、
そ
の
疑
問
を
支
え
る
女
性
の
個
人
主
義
的
〈
自
我

意
識
、
あ
る

い
は
肉
欲
を
排
し
た
〈
霊
肉

の
希
求
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

優
子
は
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
〈
新
し
い
女

で
あ
っ
た
。

に
も
関
わ
ら
ず
物
語
の
中
で
の
優
子
は
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ロ
ー
ル
の

中
に
陥
り
、
家
庭
の
中
で
消
費
の
役
割
を
付
与
さ
れ
、
男
の
た
め
に
髪
結
化
粧

を
施
す
こ
と
で
〈
見
せ
る

身
体
を
内
面
化
し
、
子
供
を
出
産
し
た
折
に
は
そ

の
〈
母
性

を
「
美
し
い
自
然
の
愛
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー



を
自
然
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
せ
る
反
復
の
力
学
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る

通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
私
的
空
間
と
し
て
の
家
庭
に
拘
束
さ
れ
る
優
子
と
、
公
的
空
間
と

し
て
の
論
壇
で
評
論
活
動
を
続
け
る
新
田
と
の
間
に
は
大
き
な
分
断
が
横
た
わ

っ
て
い
る
が
、
優
子
の
位
置
付
け
が
特
異
な
の
は
、
論
壇
と
い
う
ホ
モ
ソ
ー
シ

ャ
ル
な
共
同
体
に
亀
裂
を
入
れ
て
い
く
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ

う
。
優
子
は
自
ら
の
結
婚
生
活
を
相
対
化
し
、「
結
婚
に
つ
い
て
囚
は
れ
た
る

婦
人
の
生
活
を
痛
切
に
披
瀝
し
た
」
評
論
を
発
表
し
、
男
性
主
体
が
行
う
執
筆

と
い
う
生
産
活
動
の
模
倣
・
反
復
に
生
じ
る
ズ
レ
の
中
で
、
シ
ス
テ
ム
内
部
へ

の
攪
乱
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
そ
の
模
倣
に
よ
る
攪
乱
行
為
の
中
で
編
ま
れ
た

言
説
が
、
男
性
権
力
に
貫
か
れ
た
結
婚
生
活
を
相
対
化
す
る
強
度
あ
る
言
説
と

し
て
論
壇
と
い
う
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
共
同
体
に
流
通
す
る
と
同
時
に
、
再
び

か
の
女
の
朋
友
達
が
優
子
の
家
庭
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
通
じ
て
、

私
的
空
間
／
公
的
空
間
の
境
界
は
曖
昧
に
な
り
、
空
洞
化
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
こ
の
攪
乱
行
為
も
、
結
局
は
優
子
に
「
あ
る
特
別
な
親
し
い
感

情
を
向
け
や
う
と
す
る
男
」
が
存
在
し
た
よ
う
に
、
男
性
同
士
の
紐
帯
を
補
完

す
る
だ
け
の
〈
傍
流

の
存
在
と
し
て
認
知
さ
れ
る
だ
け
で
、〈
主
流

と
し

て
そ
の
紐
帯
に
亀
裂
を
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点

に
お
い
て
、
あ
る
種
の
限
界
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ

る
。ま

た
語
り
手
は
、
優
子
が
私
的
空
間
と
し
て
の
家
庭
へ
の
定
着
を
強
い
ら
れ

な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
強
い
ら
れ
た
空
間
に
お
い
て
も
攪
乱
を
試
み
よ
う
と

す
る
こ
と
を
語
る
。
例
え
ば
、「
白
い
エ
プ
ロ
ン
を
か
け
て
、
よ
く
切
れ
る
包

丁
で
野
菜
を
切
る
こ
と
も
あ
る
時
は
趣
味
を
感
じ
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
優

子
を
語
る
語
り
手
は
、
家
庭
に
お
い
て
付
与
さ
れ
る
家
事
を
〈
自
然
な
も
の

と
し
て
模
倣
／
反
復
す
る
優
子
の
姿
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、〈
テ
イ

ス
ト

の
感
覚
の
も
と
に
受
容
／
消
費
し
て
い
く
と
い
う
ズ
レ
の
中
に
家
事
を

行
う
優
子
の
姿
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
趣
味
」
と
い
う
感

覚
も
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
感
覚
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
家
政
を

〈
自
然
な
も
の

と
し
て
模
倣
／
反
復
す
る
優
子
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
と
い
う
点
に
こ
そ
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

と
す
る
な
ら
ば
、「
彼
女
の
生
活
」
は
、
優
子
の
身
体
に
〈
妻
〈
母

と
い

っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
〈
自
然
な
も
の

と
し
て
刻
み
込
ま
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

を
単
純
に
物
語
化
し
た
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
、
優
子
が
強
い
ら
れ
る
男
性
権
力

シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
攪
乱
し
よ
う
と
す
る
優
子
の
姿
を
語
ろ

う
と
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

三
〈
愛

を
め
ぐ
る
言
説

そ
の
よ
う
な
評
価
を
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
与
え
る
際
、
や
は
り
優
子
の

田
村
俊
子
「
彼
女
の
生
活
」
論

六
四



〈
愛

が
「
自
己
欺
瞞
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
優
子
の
〈
愛

の

強
度
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
、
同
時
代
の

「
青
鞜
」
の
周
辺
を
基
軸
に
〈
愛

の
言
説
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

例
え
ば
、「
青
鞜
」
社
員
の
岩
野
清
子
の
言
う
〈
愛

は
、〈
家
族

を
構
成

す
る
各
人
の
「
個
人
主
義
」
的
な
自
由
と
権
利
を
基
盤
に
し
、
そ
れ
故
に
生
じ

る
「
孤
独
」
に
対
処
す
る
た
め
の
〈
自
我
の
充
実

を
前
提
と
し
て
い
る
。

「
人
生
の
孤
独
で
あ
る
こ
と
」
は
、「
愛
の
力
を
以
て
し
て
も
動
か
す
こ
と
は
出

来
な
い
」
が
、
そ
こ
に
唯
一
「
慰
安
を
与
へ
る
も
の
」
と
し
て
〈
愛

を
挙
げ
、

そ
こ
で
は
〈
愛

は
固
定
化
、
絶
対
化
さ
れ
た
形
で
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、「
彼
女
の
生
活
」
の
語
り
手
は
「
自
分
と
云
ふ
も
の
を

こ
の
人
生
に
飽
く
ま
で
自
分
と
し
て
生
か
し
て
置
き
た
い
」
と
い
う
自
由
間
接

話
法
を
通
じ
、
語
り
手
と
優
子
と
の
緊
密
な
距
離
の
中
で
、
岩
野
清
子
が
言
う

よ
う
な
〈
自
我
の
充
実

を
語
っ
た
上
で
、
通
常
の
〈
結
婚

と
は
異
な
っ
た

〈
愛

の
あ
り
方
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
優
子
を
語
る
。
と
す
る
と
、
一
見
語

り
手
の
語
る
優
子
は
岩
野
清
子
の
〈
愛

の
言
説
を
内
面
化
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
る
優
子
の
〈
愛

は
、
岩
野
清
子
の
言
説
を
単
純
に
物
語
化
し
よ
う
と
す
る
力
学
だ
け
を
携
え
て

い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
自
分
は
何
処
ま
で
も
自
分
の
尊
い
存
在
の
上

に
一
人
で
生
き
る
。
愛
と
云
ふ
卑
怯
な
口
実
を
求
め
て
結
婚
の
罠
に
落
ち
て
は

田
村
俊
子
「
彼
女
の
生
活
」
論

六
五

な
ら
な
い
と
優
子
は
決
心
し
て
ゐ
た
」
と
、〈
自
我
の
充
実

を
図
り
、
通
俗

的
な
意
味
で
の
愛
と
結
婚
と
の
接
続
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、

岩
野
清
子
の
言
う
〈
愛

を
内
面
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
同
時
に
テ
ク

ス
ト
の
冒
頭
近
く
で
、
一
般
家
庭
で
抑
圧
さ
れ
る
女
性
た
ち
は
「
純
真
な
愛
な

ど
ゝ
云
ふ
こ
と
を
思
索
的
に
教
義
的
に
考
へ
て
ゐ
る
暇
な
ど
は
な
か
っ
た
」
と

い
う
こ
と
が
優
子
の
ま
な
ざ
し
を
通
じ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
優
子
の
「
純
真
な

愛
」
に
対
す
る
思
索
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら

ば
、「
彼
女
の
生
活
」
は
、
岩
野
清
子
が
言
う
よ
う
な
〈
愛

の
言
説
の
内
面

化
と
、
そ
の
阻
害
に
よ
る
相
対
化
を
経
た
後
、
優
子
が
思
索
的
、
教
義
的
な

〈
純
真
な
愛

を
模
索
し
て
い
く
物
語
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

そ
の
一
方
で
新
田
は
、
個
人
主
義
的
な
〈
自
我
の
充
実

を
内
面
化
し
た
優

子
の
姿
を
あ
る
程
度
理
解
し
た
上
で
優
子
に
結
婚
を
申
し
込
む
の
で
あ
る
が
、

語
り
手
は
〈
理
解
あ
る
男
性

と
し
て
新
田
を
語
り
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
の
欲

望
と
陥
穽
を
も
語
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
結
婚
を
拒
絶
す
る
優
子

の
こ
と
ば
に
対
し
て
、
語
り
手
は
「
新
田
に
は
優
子
の
其
の
言
葉
が
肉
を
知
ら

な
い
、
処
女
の
空
想
と
し
き
や
聞
か
れ
な
か
つ
た
」
と
い
う
新
田
の
内
面
を
語

っ
て
い
る
が
、
こ
の
個
所
か
ら
は
新
田
が
既
に
〈
肉
を
知
っ
て
い
る

こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
欲
望
を
通
じ
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
優
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
語
り
手
が
語
る
優
子
は
そ
の
新
田
の
欲
望
を
見
抜
き
、
新
田
の
欲

望
に
応
じ
る
権
利
を
優
子
に
委
ね
た
上
で
優
子
は
再
度
結
婚
を
断
っ
た
こ
と
を



語
る
。
そ
の
優
子
の
拒
否
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
新
田
の
台
詞
に
優
子
は
心
打

た
れ
、
結
婚
を
承
諾
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
台
詞
に
は
優
子
自
身
も
見

出
せ
な
か
っ
た
〈
理
解
あ
る
男
性

で
あ
る
新
田
の
言
説
の
陥
穽
が
露
呈
し
て

い
る
。
新
田
の
台
詞
に
は
、「
私
は
今
ま
で
よ
り
も
も
つ
と
あ
な
た
の
自
由
を

認
め
、
あ
な
た
の
進
ま
う
と
す
る
道
を
開
い
て
上
げ
る
」
と
い
う
男
性
の
欲
望

を
基
調
と
し
た
力
学
や
、「
私
は
あ
な
た
を
単
に
家
政
の
女
と
し
て
求
め
て
ゐ

る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
、
家
政
を
女
性
に
付
与
す
る
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ロ
ー
ル
の
前
提
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
田
の
言
説
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、〈
新
し

い
女

を
め
ぐ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
〈
理
解
あ
る
男
性
た
ち

の
言
説
と
パ
ラ
レ

ル
で
あ
っ
た
。「
青
鞜
」
創
刊
後
、
明
治
四
五
年
か
ら
大
正
二
年
に
か
け
て

〈
新
し
い
女

と
い
う
語
が
メ
デ
ィ
ア
を
席
巻
し
て
い
き
、
大
正
二
年
に
は
、

「
太
陽
」（
大
正
二
・
六
〈
近
時
之
婦
人
問
題
）、「
六
合
雑
誌
」（
大
正
二
・
七

〈
婦
人
問
題
に
対
す
る
吾
人
の
態
度
）、「
中
央
公
論
」（
大
正
二
・
七
〈
婦
人

問
題
号
）
と
い
っ
た
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
総
合
誌
が
〈
新
し
い
女

の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
大
特
集
を
組
む
に
至
る
。
そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
男
性
の
言

説
の
多
く
が
〈
新
し
い
女

に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
が
、
文
学
者
の
言
説
に

限
っ
て
は
比
較
的
理
解
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、

「
青
鞜
」
社
員
た
ち
か
ら
講
演
依
頼
も
あ
っ
た
と
い
う
島
村
抱
月
「
近
代
文
芸

と
婦
人
問
題
」（「
中
央
公
論
」
大
正
二
・
七
〈
婦
人
問
題
号
）
の
「
若
し
女

が
偶
然
の
行
き
が
か
り
か
ら
劣
等
者
た
る
三
千
年
の
歴
史
に
囚
へ
ら
れ
た
も
の

で
あ
つ
た
ら
、
其
の
三
千
年
の
囚
は
れ
か
ら
救
ひ
出
し
て
や
る
の
が
吾
々
の
任

務
だ
と
言
つ
て
よ
い
」
と
い
う
言
説
か
ら
は
、
新
田
の
台
詞
同
様
、〈

し
て

や
る
／

し
て
も
ら
う

と
い
っ
た
形
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ロ
ー
ル
が
反
復
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
抱
月
の
「
吾
々
の
求
め
る
と
こ
ろ
は
、
女
を
男
に
し
よ
う

と
い
ふ
の
で
な
く
、
男
と
対
等
の
女
に
し
た
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
自
然
の
女

に
し
た
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
何
の
為
か
、
対
等
の
女
が
一
層

美
し
い
か
ら
で
あ
る
、
自
然
の
女
が
一
層
美
し
い
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
此

の
時
遠
く
に
望
む
も
の
は
愛
で
あ
る
。（
中
略
）
男
と
女
と
し
て
の
対
人
関
係

は
、
他
の
何
も
の
よ
り
も
真
の
愛
に
到
達
す
る
事
に
よ
つ
て
意
義
を
生
ず
る
」

と
い
う
〈
愛

を
め
ぐ
る
言
説
に
お
い
て
も
、
抱
月
の
〈
新
し
い
女

へ
の

〈
理
解

が
、
抱
月
自
身
の
「
自
然
の
女
に
し
た
い
」
と
い
う
欲
望
と
、「
男
と

女
の
対
人
関
係
」
を
相
互
の
愛
に
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
異
性
愛
主
義

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

四

優
子
の
〈
愛

こ
う
し
た
新
田
の
欲
望
こ
そ
が
、
優
子
の
個
人
主
義
的
〈
自
我
の
充
実

の

保
持
を
阻
ん
で
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
困
難
に
直
面
し
た
際
、

優
子
は
「
そ
の
愛
の
侭
に
濶
く
大
き
く
生
き
る
こ
と
が
お
ま
え
の
現
在
の
生
活

の
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
「
愛
の
信
仰
」
を
発
動
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
曖
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昧
な
教
義
」
や
「
固
定
し
た
愛
」
と
し
て
相
対
化
し
た
末
に
、
テ
ク
ス
ト
末
尾

の
新
た
な
〈
愛

の
様
相
へ
向
か
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
同
時
に
、

前
述
し
た
よ
う
な
岩
野
清
子
や
島
村
抱
月
の
言
説
が
措
定
し
て
い
た
固
定
化
、

絶
対
化
さ
れ
た
〈
愛

や
、
異
性
愛
主
義
的
な
〈
愛

の
不
可
能
性
を
表
象
し

て
い
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

し
か
し
、
個
人
主
義
的
〈
自
我
の
充
実

を
阻
ま
れ
、
岩
野
清
子
の
言
う
よ

う
な
〈
愛

を
内
面
化
す
る
こ
と
を
阻
害
さ
れ
た
優
子
が
発
動
す
る
「
愛
の
信

仰
」
が
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
「
自
己
欺
瞞
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、

テ
ク
ス
ト
の
末
尾
で
語
ら
れ
る
〈
愛

は
、
優
子
の
「
愛
の
信
仰
」
を
反
復
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
言
わ
ば
差
異
を
孕
み
込
ん
だ
反
復
と
し
て
語
ら
れ
る
優

子
の
〈
愛

の
戦
術
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
岩
野
清
子
の
言
説
が
語
る
よ
う

な
〈
愛

の
様
相
を
阻
ま
れ
た
末
に
、
そ
れ
を
相
対
化
し
、
は
ね
返
し
た
優
子

の
〈
愛

の
様
相
が
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、「
彼
女
の
生
活
」
と
い
う
文
学
的
言
説
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。

そ
の
優
子
の
〈
愛

の
様
相
は
、
子
供
を
出
産
し
た
際
に
得
た
「
愛
す
る
も

の
を
愛
す
る
」
と
い
う
「
自
然
な
愛
」
と
い
う
こ
と
ば
に
置
換
さ
れ
る
〈
母

性

を
経
て
、「
必
然
の
女
の
運
命
に
対
し
て
、
其
れ
を
逆
に
切
り
抜
け
て
行

こ
う
と
す
る
努
力
と
意
地
ば
か
り
で
そ
の
緊
縛
の
中
で
悶
掻
い
て
」
い
く
こ
と

で
、〈
女

や
〈
母

と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
も
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
。
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そ
し
て
、「
自
分
の
生
活
」
を
〈
愛

と
し
て
捉
え
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
身
体

を
「
愛
の
権
化
」
と
し
て
提
示
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
優
子
の
再
編
さ

れ
る
べ
き
「
愛
の
生
活
」
こ
そ
が
、
中
村
星
湖
の
言
う
〈
問
題
文
芸

が
提
起

し
た
「
問
題
的
生
活
」
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
家
政
や
育

児
へ
の
注
意
を
「
好
い
加
減
に
投
げ
て
お
く
」
こ
と
を
前
提
に
、
自
ら
の
生
活

そ
の
も
の
に
〈
愛

を
付
与
し
て
い
こ
う
と
す
る
戦
術
、
あ
る
い
は
、
そ
の

〈
愛

を
〈
愛
の
権
化

と
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
身
体
化
す
る
こ
と
で
、

〈
妻
〈
母
〈
女

の
い
ず
れ
に
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
よ
う
と
し
な
い

戦
術
は
、〈
男

に
対
し
て
〈
女

を
対
峙
さ
せ
る
と
い
う
一
元
的
戦
術
に
絡

み
取
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
男
性
権
力
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
一
定

の
強
度
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。「
広
大
無
辺
」
な
も
の
と
し

て
語
ら
れ
る
こ
の
優
子
の
〈
愛

は
、〈
私

が
〈
他
者

で
あ
る
と
い
う
愛

の
体
験
と
そ
の
不
可
能
性
を
逆
説
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
、「
固
定
し
た
愛
」

で
あ
っ
た
「
愛
の
信
仰
」
は
も
ち
ろ
ん
、
岩
野
清
子
が
言
う
よ
う
な
、「
人
生

の
孤
独
」
に
唯
一
「
慰
安
を
与
へ
る
も
の
」
と
し
て
絶
対
化
さ
れ
た
〈
愛

や
、

男
性
の
欲
望
を
孕
み
込
ん
だ
島
村
抱
月
の
言
う
〈
愛

を
脱
構
築
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
優
子
の
〈
愛

の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
、
優
子
の
内
的
焦
点

化
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
物
語
が
、
こ
の
優
子
の
〈
愛

の
様
相
が
語
ら
れ

る
物
語
末
尾
に
至
っ
て
、「
然
う
し
て
、
哀
れ
む
べ
き
女
の
必
然
の
運
命
か
ら



到
底
逃
れ
ら
れ
な
い
と
知
つ
た
時
、
彼
女
は
又
新
奇
な
「
愛
の
生
活
」
を
叫
び

出
す
だ
ら
う
」
と
、
語
り
手
と
優
子
と
の
間
に
聊
か
の
距
離
を
生
じ
さ
せ
て
い

る
点
は
、
既
に
同
時
代
評
や
鈴
木
正
和
が
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、

同
時
代
評
は
「
他
人
の
こ
と
に
為
て
終
ふ
」（
中
村
孤
月
）
と
し
て
批
判
し
、

先
行
研
究
は
「
風
刺
の
利
い
た
結
婚
生
活
の
告
発
」（
長
谷
川
啓
）、「
語
り
手

の
〈
痛
み
」（
鈴
木
正
和
）
と
し
て
捉
え
る
が
、
物
語
を
リ
ニ
ア
に
見
た
際
に
、

こ
の
末
尾
に
至
る
ま
で
、
半
ば
皮
肉
交
じ
り
に
も
「
聡
明
な
優
子
」、
あ
る
い

は
「
身
惨
め
な
生
活
、
哀
れ
む
べ
き
生
活
」
と
い
う
こ
と
ば
の
も
と
に
語
り
手

に
よ
っ
て
把
持
さ
れ
て
い
た
優
子
と
そ
の
生
活
が
、
こ
の
末
尾
に
至
っ
て
、
ま

さ
に
語
り
手
に
も
予
測
不
能
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、〈
女
〈
妻
〈
母

の
い
ず
れ
に
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
せ
ず
、

ど
こ
に
も
方
向
性
を
限
定
さ
れ
な
い
優
子
の
〈
愛

の
戦
術
は
、
さ
ら
に
〈
新

奇

な
も
の
と
し
て
、
固
定
す
る
こ
と
な
く
拡
散
す
る
可
能
性
を
秘
め
、
優
子

の
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
す
ら
新
た
に
再
編
す
る
可
能
性
を
推
測
さ
せ
る
の

だ
。
一
見
皮
肉
交
じ
り
に
語
ら
れ
る
、
こ
の
語
り
手
に
も
予
測
不
可
能
な
優
子

の
〈
愛

の
様
相
こ
そ
が
、「
未
来
の
指
示
に
富
ん
で
ゐ
る
芸
術
」
と
い
う
中

村
星
湖
の
〈
問
題
文
芸
論

に
呼
応
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
彼
女
の
生
活
」
の
強
度
は
、
同
じ
「
問
題
小
説
と
問
題
劇
」
の
一
篇

と
し
て
掲
載
さ
れ
た
松
居
松
葉
「
結
婚
満
期
」
と
比
較
し
て
み
れ
ば
分
か
り
易

い
。
お
そ
ら
く
、
同
時
代
の
「
青
鞜
」
社
員
等
の
言
説
に
代
表
さ
れ
る
結
婚
シ

ス
テ
ム
の
攪
乱
を
受
け
て
、
来
る
べ
き
「
大
正
三
十
年
」
の
結
婚
シ
ス
テ
ム
を

揶
揄
し
よ
う
と
し
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
夫
婦
の
完
全
な
契
約
と
し
て

の
結
婚
シ
ス
テ
ム
が
、
結
果
的
に
そ
の
契
約
が
夫
婦
愛
や
子
供
に
対
す
る
愛
の

故
に
延
長
さ
れ
、「
終
身
結
婚
」
の
契
約
を
再
度
結
ぶ
形
で
収
斂
し
て
い
く
の

を
見
れ
ば
、「
彼
女
の
生
活
」
が
、
男
性
権
力
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
い
か
に

〈
愛

の
問
題
を
新
た
に
切
り
開
こ
う
と
試
行
錯
誤
し
て
い
る
か
が
は
っ
き
り

と
見
て
取
れ
る
。
加
え
て
、「
結
婚
満
期
」
は
、
契
約
と
し
て
の
結
婚
を
表
象

し
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
の
物
語
内
容
が
〈
風
刺
劇

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
括

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
〈
風
刺

と
い
う
揶

揄
を
前
提
と
し
た
力
学
の
も
と
に
編
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
点
に
お

い
て
、
既
存
の
結
婚
生
活
に
対
し
て
問
題
性
も
、
批
判
性
も
見
出
さ
れ
て
い
な

い
。

お
わ
り
に

こ
こ
に
「
彼
女
の
生
活
」
の
強
度
が
確
認
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
テ

ク
ス
ト
が
あ
る
種
の
限
界
を
負
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、

テ
ク
ス
ト
は
下
女
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

ど
の
下
女
も
汚
ら
し
か
つ
た
。
彼
れ
等
の
為
る
仕
事
は
不
秩
序
で
、
不
規

則
で
ず
る

と
乱
次
が
な
か
つ
た
。
命
ず
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
彼
れ

等
の
魯
鈍
な
頭
脳
は
何
時
ま
で
も
錆
び
つ
い
た
侭
で
動
か
な
か
つ
た
。
彼
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れ
等
は
忠
実
と
云
ふ
意
味
を
取
り
違
へ
て
ゐ
た
。
云
は
れ
た
事
を
其
の
侭

に
行
ふ
こ
と
が
忠
実
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
。
云
は
れ
な
け
れ
ば
彼
れ
等
は
何

ん
な
事
で
も
抛
つ
て
置
く
、
云
は
れ
な
い
事
を
先
ん
じ
て
為
る
事
は
彼
れ

等
は
僭
越
の
よ
う
に
感
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。
優
子
の
主
婦
た
る
一
面

を
、
鏡
の
や
う
に
其
の
頭
脳
に
映
し
て
無
言
の
内
に
其
の
侭
を
行
つ
て
く

れ
る
と
云
ふ
や
う
な
理
想
な
女
な
ぞ
は
到
底
見
付
か
ら
な
か
つ
た
。

清
水
美
知
子
の
調
査
が
示
す
よ
う
に
、
既
に
一
九
一
〇
年
前
後
に
「
婦
人
之

友
」
の
主
宰
者
羽
仁
も
と
子
を
中
心
と
し
て
、
隷
属
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

〈
下
婢

や
〈
下
女

か
ら
〈
女
中

へ
と
シ
フ
ト
し
、
そ
の
存
在
へ
語
り
が

向
け
ら
れ
始
め
て
い
た
の
に
対
し
、
テ
ク
ス
ト
で
は
〈
聡
明
な
優
子

と
〈
無

智
な
下
女

と
い
う
完
全
な
二
項
対
立
の
上
に
、〈
下
女

は
徹
底
的
に
不
可

視
の
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
下
女
は
、
語
り
手
が
焦
点
化
す

る
優
子
か
ら
さ
ら
に
焦
点
化
さ
れ
た
形
で
し
か
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
言
わ
ば
そ

の
内
面
を
再
現
表
象
さ
れ
得
な
い
、
声
を
奪
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

男
性
権
力
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
た
結
婚
制
度
を
攪
乱
し
よ
う
と
す
る
優
子
が

再
現
表
象
さ
れ
得
る
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
語
り
手
、
あ
る
い
は
優
子
が

〈
下
女

を
問
題
化
し
、
シ
ス
テ
ム
に
内
在
す
る
階
級
の
問
題
を
表
象
し
よ
う

と
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
、
そ
の
戦
術
は
男
性
権
力
シ
ス
テ
ム

に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
紐
帯
を
補
完
す
る
だ

け
の
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
優
子
に
、
あ
る
い
は
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語
り
手
に
〈
下
女
の
生
活

が
可
視
化
さ
れ
た
時
、
し
い
て
は
下
女
が
語
り
始

め
る
と
き
〈
か
の
女
の
生
活

が
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。

注

長
谷
川
啓
「
解
題
」（『
田
村
俊
子
作
品
集
』
第
二
巻

平
成
元
・
九

オ
リ
ジ
ン

出
版
セ
ン
タ
ー
）。

山
崎
真
紀
子
「
田
村
俊
子
『
彼
女
の
生
活
』
論
｜
｜
結
婚
生
活
の
〈
陥
穽

｜
｜
」（「
文
研
論
集
」
平
成
二
・
一
〇
）。

鈴
木
正
和
「
田
村
俊
子
「
彼
女
の
生
活
」
論
｜
｜
語
り
手
の
と
ら
え
た
も
の

｜
｜
」（「
日
本
文
学
論
集
」
平
成
一
〇
・
三
）、
同
「
田
村
俊
子
『
彼
女
の
生
活
』

再
考
｜
｜
生
き
続
け
て
い
く
優
子
｜
｜
」（「
葦
の
葉
」
平
成
一
〇
・
九

「
近
代

文
学
研
究
」
平
成
一
二
・
二
）。

十
川
信
介
「
解
説

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
文
学
界
」（『
編
年
体

大
正
文

学
全
集
』
第
四
巻

大
正
四
年

平
成
一
三
・
一

ゆ
ま
に
書
房
）
参
照
。

田
山
花
袋
「
机
上
卓
上
」（「
文
章
世
界
」
大
正
四
・
九
）。

例
え
ば
、
石
坂
養
平
「「
問
題
小
説
と
問
題
劇
」
を
読
む
」（「
時
事
新
報
」
大
正

四
・
七
・
二
二

二
四
、
二
六

二
七
）、
内
藤

・
山
田
檳
榔
・
三
井
甲
之
・
正

宗
白
鳥
・
小
川
未
明
・
阿
部
次
郎
・
西
村

山
・
石
坂
養
平
・
岩
野
泡
鳴
・
中
村
吉

蔵
・
秋
田
雨
雀
・
柴
田
勝
衛
「
問
題
文
芸
の
意
義
、
価
値
及
び
形
式
」（「
早
稲
田
文

学
」
大
正
四
・
九
）、
生
田
長
江
「
問
題
文
芸
の
意
義
」、
小
川
未
明
「
総
ゆ
る
問
題

は
自
己
の
生
活
に
あ
り
」、
近
松
秋
江
「
問
題
は
深
さ
に
依
つ
て
生
ず
」、
相
馬
御
風

「
問
題
文
芸
に
就
て
の
対
話
」（「
問
題
文
芸
論
」〈「
新
潮
」
大
正
四
・
九
）
な
ど
。

石
坂
養
平
（
前
掲
）。

中
村
星
湖
「「
問
題
文
芸
」
の
是
非
及
び
諸
作
家
の
活
動
振
り
」（「
新
潮
」
大
正

四
・
一
二
）。



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ー
チ
ャ
ー
は
明
治
四
五
年
七
月
に
来
日
し
、
早
稲
田
大
学
で
講

演
を
行
っ
て
お
り
、
星
湖
の
〈
問
題
文
芸

は
そ
の
ア
ー
チ
ャ
ー
の
発
言
を
基
盤
と

し
て
い
る
。
詳
し
く
は
榎
本
隆
司
「「
問
題
文
芸
論
」
に
つ
い
て
」（「
国
文
学
研

究
」
昭
和
三
五
・
一
〇
）
を
参
照
の
こ
と
。

例
え
ば
、
本
間
久
雄
、
田
山
花
袋
、
西
村

山
、
近
松
秋
江
、
相
馬
御
風
（
以
上
、

全
て
前
掲
）
等
が
イ
プ
セ
ン
に
言
及
し
、〈
問
題
文
芸

の
特
集
を
組
ん
だ
「
早
稲

田
文
学
」（
大
正
四
・
九
）
に
は
「
イ
プ
セ
ン
の
取
り
扱
つ
た
問
題
」
と
い
う
コ
ラ

ム
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

石
坂
養
平
（
前
掲
）。

田
山
花
袋
（
前
掲
）。

「
如
何
な
る
人
々
に
重
き
を
置
く
か
、
最
も
共
鳴
を
感
じ
た
作
品
と
評
論
」〈
畔
蒜

こ
と
子
（「
新
潮
」
大
正
四
・
一
〇
）。

中
村
孤
月
「
大
正
四
年
日
本
文
壇
の
創
作
」（「
文
章
世
界
」
大
正
四
・
一
二
）。

平
塚
ら
い
て
う
「
世
の
婦
人
達
に
」（「
青
鞜
」
大
正
二
・
四
）。

岩
野
清
子
「
個
人
主
義
と
家
庭
」（「
青
鞜
」
大
正
三
・
九
）。

加
藤
緑
「「
新
し
い
女
」
に
就
い
て
」（「
青
鞜
」
大
正
二
・
一
）。

岩
野
清
子
（
前
掲
）。

例
え
ば
大
澤
真
幸
（『
恋
愛
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
』
平
成
一
〇
・
六

春
秋

社
）
は
、「
愛
」
が
、「
私
で
あ
る
と
い
う
同
一
性
が
、
他
者
で
あ
る
と
い
う
差
異
性

と
完
全
に
等
値
さ
れ
て
い
る
関
係
」
で
あ
る
が
故
に
「
不
可
能
性
と
い
う
か
た
ち
で

し
か
存
在
し
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
島
村
抱
月
や
岩
野
清
子
の
言
う
〈
愛

も
、

こ
の
よ
う
な
不
可
能
性
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

大
澤
真
幸
（
前
掲
）
参
照
。

清
水
美
知
子
「「
女
中
」
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
」（
近
代
日
本
文
化
論
８
『
女
の
文

化
』
平
成
一
二
・
二

岩
波
書
店
）
等
参
照
。

※

テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
初
出
に
よ
り
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
ル
ビ
を
省
略
し
、
旧
漢

字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
な
お
、
引
用
に
お
け
る
傍
点
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

田
村
俊
子
「
彼
女
の
生
活
」
論

七
〇


