
明
治
維
新
以
降
の
近
代
化
過
程
で
、
「

（
寸
上
）

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
研
究
は
多
い
。

敗
戦
を
契
機
に
し
て
、
日
本
の
家
族
制
度
は
「
家
」
制
度
か
ら
民
主
主
義
の
家
族
制
度
に
変
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
民
主
主
義
の
家
族

モ
デ
ル
と
さ
れ
た
の
が
欧
米
の
近
代
家
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

近
年
の
家
族
史
研
究
の
著
し
い
成
果
か
ら
、
落
合
は
近
代
家
族
の
特
徴
を
①
家
内
領
域
と
公
共
領
域
の
分
離
、
②
家
族
成
員
相
互
の
強
い
情
緒

的
関
係
、
③
子
ど
も
中
心
主
義
、
④
男
は
公
共
領
域
・
女
は
家
内
領
域
と
い
う
性
別
分
業
、
⑤
家
族
の
集
団
性
の
強
化
、
⑥
社
交
の
衰
退
、
⑦
非

親
族
の
排
除
、
⑧
核
家
族
、
な
ど
と
ま
と
め
た
（
落
合
、
一
八
）
。

し
か
し
、
戦
後
の
家
族
制
度
改
革
Ｉ
近
代
家
族
観
の
導
入
に
、
こ
の
近
代
家
族
概
念
を
直
接
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
社
会
形
成
の
過
程
で
特
徴
を
付
与
さ
れ
た
、
歴
史
的
、
地
域
的
、
階
級
的
家
族
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

明
治
維
新
以
降
の
近
代
化
過
程
で
、
「
家
」
制
度
の
家
族
観
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
異
質
の
心
性
に
も
と
づ
く
近
代
的
な
家
族
観
が
育
ち
つ
つ
あ

論
説占

領
期
の
教
科
書
に
み
る
「
近
代
家
族
」

１
「
近
代
家
族
」
と
教
科
書

酒
井

は

る
み

－3－



本
稿
は
、
教
科
書
が
家
族
を
ど
の
よ
う
に
記
述
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
し
て
、
欧
米
の
近
代
家
族
を
モ
デ
ル
と
す

る
「
近
代
家
族
」
が
ど
の
よ
う
な
様
相
で
児
童
・
生
徒
に
示
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
教
科
書
を
と
り
上
げ
た
の
は
、
そ
れ
が

他
に
は
な
い
特
別
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
承
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
、
わ
が
国
の
教
科
書
は
検
定
教
科
書
で
あ
る
。
教
科
書
の
構
成
や
本

文
の
細
部
に
わ
た
っ
て
文
部
省
が
関
与
し
、
国
家
の
意
志
が
教
科
書
に
反
映
さ
れ
る
し
く
ゑ
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
文

部
省
の
意
志
で
思
う
ま
ま
に
書
き
あ
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
占
領
期
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｃ
Ｉ
Ｅ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
民
間
情
報

教
育
局
。
以
下
Ｃ
Ｉ
Ｅ
と
略
記
）
に
よ
る
「
検
閲
」
も
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
連
合
国
軍
（
実
際
に
は
ア
メ
リ
カ
軍
）
の
意
図
も
ま
た
教

科
書
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
教
科
書
を
舞
台
に
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
葛
藤
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
面
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
日
本
の
民
主
化
に
は
中
央
集
権
的
な
学
校
教
育
の
貢
献
が
大
き
か
っ
た
。
学
校
で
重
要
な
教
科
書
は
す
べ
て
の
児
童
・
生
徒
に
ゆ
き
わ

た
り
、
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
深
刻
な
紙
不
足
の
な
か
で
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
も
弱
体
だ
っ
た
か
ら
、
教
科
書
の
果
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

家
族
を
内
容
に
含
む
教
科
に
は
家
庭
科
、
社
会
科
、
国
語
が
あ
る
。
本
稿
で
は
家
庭
科
の
教
科
書
を
分
析
の
対
象
と
す
る
が
、
そ
れ
は
社
会
科

は
教
科
書
を
刊
行
す
る
時
期
が
遅
れ
た
こ
と
と
、
家
庭
科
で
家
族
を
重
視
し
た
こ
と
、
特
に
高
校
家
庭
科
に
は
『
家
族
』
と
い
う
教
科
書
を
刊
行

し
た
時
期
が
あ
っ
た
（
一
九
四
九
’
一
九
六
一
年
）
た
め
で
あ
る
。

魁
く
の
で
聖
の
る
。

敗
戦
は
こ
れ
ら
二
つ
の
家
族
観
の
展
開
を
押
し
止
め
、
占
領
政
策
の
も
と
で
家
族
制
度
改
革
と
し
て
す
す
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
「
近
代
家
族
」

は
法
で
構
成
さ
れ
る
家
族
制
度
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
家
族
に
関
す
る
法
制
度
が
男
女
平
等
を
強
調
し
た
こ
と
、
ま

た
軍
国
主
義
、
超
国
家
主
義
を
否
定
す
る
民
主
主
義
が
、
個
人
の
尊
重
や
個
人
主
義
を
強
調
し
た
こ
と
な
ど
が
、
近
代
家
族
の
概
念
の
上
に
付
与

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
近
代
家
族
」
は
法
制
度
と
密
接
不
離
で
あ
る
が
ゆ
え
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
伴
っ
て
、
戦
後
の
家
族
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
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（
１
）
旧
学
校
制
度
下
の
家
族

戦
前
の
家
庭
科
的
教
育
に
お
け
る
家
族
の
内
容
は
、
主
婦
の
責
任
の
強
調
と
老
人
へ
の
絶
対
の
奉
仕
で
あ
っ
た
（
常
見
、
三
三
○
）
。
戦
後
の
教

科
書
は
、
そ
の
領
域
は
踏
襲
し
て
お
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
家
生
活
と
し
て
（
中
略
）
老
人
に
対
す
る
尊
敬
の
念
は
お
の
づ
か
ら
湧
き
起
こ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
思
へ
ぱ
、
そ
の
長
い
生
涯
を
以
っ
て
、
わ
が
家

の
た
め
に
つ
く
し
て
下
さ
っ
た
御
恩
は
、
心
か
ら
感
謝
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。
又
、
（
中
略
）
御
苦
労
に
対
し
て
、
お
ね
ぎ
ら
ひ
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
の
色
）

（
青
年
学
校
教
科
書
株
式
会
社
著
作
兼
発
行
、
『
青
年
家
庭
』
巻
三
、
一
九
四
六
年
一
月
、
一
九
）

こ
れ
に
次
い
で
、
一
九
四
六
年
五
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
、
暫
定
教
科
書
『
高
等
科
家
事
』
が
、
明
ら
か
に
「
検
閲
」
を
受
け
て
公
刊
さ
れ
た

が
、
右
記
の
「
敬
老
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
変
っ
て
い
る
。

祖
孫
一
腿
の
う
る
は
し
い
風
は
、
家
庭
に
於
い
て
老
人
に
仕
へ
る
心
の
上
に
も
お
の
づ
か
ら
現
れ
ま
す
。
家
の
事
は
、
何
事
も
先
づ
老
人
に
は
か
つ
て
し
、
老

人
が
満
足
す
れ
ば
家
の
者
も
皆
満
足
す
る
と
い
ふ
や
う
な
家
風
は
ま
こ
と
に
ゆ
か
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
い
は
ゆ
る
敬
老
は
、
か
う
し
た
な
ご
や
か
な
心
か

ら
湧
き
出
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
略
）
辛
酸
を
越
え
て
、
長
く
世
に
生
き
た
方
だ
け
に
、
ゆ
た
か
な
経
験
や
、
深
い
思
慮
の
持
ち
主
で
（
略
）
老
人
の
意
見
に
は

聞
く
べ
き
も
の
が
多
く
、
そ
の
教
へ
に
は
、
祖
先
の
遺
風
が
生
き
生
き
と
伝
は
っ
て
を
り
ま
す
。
老
人
は
生
き
た
家
風
で
あ
り
、
家
訓
で
あ
り
ま
す
。
（
文
部
省

著
作
、
第
一
學
年
用
〔
第
一
分
冊
〕
、
一
九
四
六
年
八
月
、
中
教
出
版
、
二
）

確
か
に
、
祖
孫
一
体
の
風
と
か
祖
先
の
遺
風
、
恩
な
ど
、
「
家
」
的
な
思
想
を
色
濃
く
残
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
家
族
国
家

２
家
族
制
度
改
革
と
「
近
代
家
族
」
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に
関
連
す
る
も
の
と
家
父
長
的
な
要
素
は
と
り
除
か
れ
、
敬
老
、
家
風
の
尊
重
な
ど
を
わ
が
国
古
来
の
淳
風
美
俗
と
し
て
残
し
て
い
る
。
そ
れ
も

『
青
年
家
庭
』
か
ら
『
高
等
科
家
事
』
へ
の
変
化
を
承
る
と
き
、
徐
々
に
ト
ー
ン
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

も
う
一
つ
の
内
容
で
あ
る
主
婦
に
つ
い
て
の
記
述
を
糸
よ
う
。

（
２
）
新
制
中
学
校
の
「
近
代
家
族
」

一
九
四
七
年
に
新
学
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
家
族
制
度
改
革
や
「
近
代
家
族
」
は
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
初
の
家
庭
科
教

科
書
、
文
部
省
著
作
、
中
学
校
『
家
庭
』
（
一
九
四
七
年
五
月
）
の
場
合
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
も
、
全
力
を
家
族
の
た
め
に
献
げ
つ
く
す
主
婦
の
あ
り
方
を
古
来
の
美
風
と
評
価
し
て
い
た
。
こ
の
見
方
は
戦
前
以
来
微
動
だ
に

し
て
い
な
い
が
、
前
年
一
○
月
の
「
婦
人
解
放
」
を
受
け
て
か
、
社
会
的
視
野
を
も
ち
、
人
格
を
陶
冶
す
る
こ
と
を
書
き
加
え
て
い
る
。
主
婦
と

し
て
の
働
き
方
と
人
間
性
を
磨
く
こ
と
が
両
立
し
え
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
注
意
が
払
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

わ
が
国
の
主
婦
は
、
家
へ
、
父
母
へ
、
夫
へ
、
子
女
へ
、
己
の
す
べ
て
を
さ
上
げ
て
、
朝
は
早
く
か
ら
夜
は
お
そ
く
ま
で
身
を
粉
に
し
て
立
ち
働
き
、
殆
ど
骨

マ
マ

を
休
め
る
暇
も
な
い
く
ら
ゐ
で
す
。
こ
の
忠
實
と
勤
勢
と
が
わ
か
国
の
主
婦
の
偉
大
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
は
、
こ
の
傳
統
に
目
ざ
め
て
、
い
ょ
ｊ
、

古
來
の
美
風
を
發
揚
す
る
や
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

主
婦
と
な
っ
て
は
、
（
略
）
常
に
心
身
の
鍛
錬
を
怠
ら
ず
、
請
書
・
修
養
の
時
間
を
生
承
出
し
て
廣
く
社
会
・
政
治
に
つ
い
て
の
識
見
を
も
養
ひ
（
略
）
、
時
局
の

要
請
に
應
ず
る
や
う
に
努
め
、
一
家
の
運
営
に
つ
い
て
は
主
人
の
よ
い
内
助
者
と
な
り
、
子
女
に
対
し
て
は
慈
愛
深
い
賢
母
と
な
る
や
う
に
努
め
、
日
常
生
活
に

於
い
て
は
科
學
的
態
度
を
以
っ
て
（
略
）
…
…
。
（
文
部
省
『
高
等
科
家
事
』
第
二
學
年
用
〔
第
四
分
冊
〕
、
一
九
四
六
年
八
月
、
六
六
’
六
七
）

○
た
の
し
い
家
庭

ぽ
く
の
う
ち
で
は
、
み
ん
な
が
働
き
ま
す
。
父
は
つ
と
め
に
行
き
、
母
は
家
事
を
受
け
持
ち
、
ぼ
く
と
妹
は
学
校
に
か
よ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ

い
そ
が
し
い
の
で
す
が
、
家
庭
を
楽
し
く
す
る
た
め
に
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
し
、
力
を
合
わ
せ
て
自
由
な
時
間
を
作
る
こ
と
に
き
め
て
あ
る
の
で
す
。
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以
上
の
記
述
で
は
「
家
」
制
度
の
廃
止
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
日
本
古
来
の
美
風
な
ど
は
一
掃
さ
れ
、
少
人
数
で
核
家
族
の
た

の
し
い
家
庭
が
描
か
れ
た
。
そ
こ
で
は
団
蘂
、
む
つ
ま
じ
い
家
族
、
寄
り
添
う
家
族
が
描
か
れ
、
家
族
の
和
が
強
調
さ
れ
た
。

主
婦
像
が
変
化
し
た
の
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
主
婦
を
台
所
か
ら
解
放
す
る
と
と
も
に
、
自
転
車
に
乗
る
活
動
的
な
主
婦
を
描
い
た
。
家
族

の
み
ん
な
が
働
く
こ
と
と
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
す
る
こ
と
に
価
値
が
与
え
ら
れ
た
の
で
、
性
別
分
業
を
強
調
す
る
以
上
に
、
家
事
労
働
の
分
担

（
ｑ
Ｕ
）

が
強
調
さ
れ
た
。
教
科
書
の
主
語
が
「
ぼ
く
」
で
あ
る
の
も
、
家
族
全
員
の
家
庭
生
活
へ
の
参
加
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
だ
。

権
力
や
権
威
の
集
中
し
た
父
も
存
在
し
な
く
な
っ
た
。
『
高
等
科
家
事
』
の
直
系
家
族
を
想
定
し
た
家
族
と
比
べ
る
と
、
『
家
庭
』
の
家
族
が
い
か

に
新
し
い
変
化
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
か
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
れ
以
後
の
中
学
校
家
庭
科
教
科
書
は
民
法
改
正
後
に
刊
行
さ
れ
、
占
領
期
間
中
に
七
種
類
を
数
え
た
。
入
手
で
き
た
五
種
類
を
み
る
と
、
三

種
類
の
教
科
書
で
よ
く
似
た
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
特
徴
に
前
出
の
文
部
省
著
作
教
科
書
が
果
し
た
モ
デ
ル
と
し
て
の
役
割
の
大
き
さ
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

文
部
省
モ
デ
ル
か
ら
い
く
分
距
離
を
お
い
た
残
る
二
種
類
に
つ
い
て
承
よ
う
。
二
宮
尊
徳
の
言
を
ひ
い
て
、
家
は
父
母
を
船
頭
と
す
る
乗
合
船

で
、
祖
父
母
・
父
母
・
子
・
孫
が
ま
ご
こ
ろ
を
も
っ
て
堅
く
結
び
つ
き
、
一
心
同
体
と
な
っ
て
生
活
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
承
ら

「
び
ん
ぽ
う
と
暴
力
は
、
人
間
の
恥
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
ぼ
く
の
う
ち
の
標
語
で
す
。
び
ん
ぼ
う
と
た
た
か
う
た
め
に
は
、
働
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

暴
力
と
た
た
か
う
た
め
に
は
、
正
し
い
知
識
と
勇
気
と
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

父
と
ぼ
く
は
男
で
す
が
、
さ
ら
洗
い
も
す
る
し
、
く
つ
下
の
破
れ
く
ら
い
は
、
自
分
で
つ
く
ろ
い
ま
す
。
母
と
妹
は
女
で
す
が
、
畑
も
作
る
し
、
自
転
車
に
乗

っ
て
、
ど
こ
へ
で
も
用
た
し
に
出
か
け
ま
す
。
み
ん
な
で
働
く
の
で
、
夜
が
た
の
し
承
で
す
。
み
ん
な
で
さ
っ
と
夕
飯
の
あ
と
か
た
づ
け
を
終
っ
て
、
い
ろ
い
ろ

な
お
話
を
し
ま
す
。
ぼ
く
と
父
と
し
ょ
う
ぎ
を
さ
す
こ
と
も
あ
り
、
四
人
で
歌
を
う
た
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
（
第
一
学
年
用
、
一
）

ゑ
ん
な
が
（
略
）
心
を
合
わ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
力
を
合
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
責
任
を
分
か
ち
合
い
、
仕
事
を
分
担
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
（
略
）
主
婦
が

一
人
ぱ
た
ｊ
、
と
、
朝
か
ら
晩
ま
で
忙
し
が
っ
て
、
ほ
か
の
者
は
な
ん
の
協
力
の
手
も
出
そ
う
と
し
な
い
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
家
庭
生
活
は
幸
福
に
な
ら
な

い
。
一
方
、
主
婦
も
ま
た
、
（
略
）
む
だ
な
疲
れ
を
し
な
い
た
め
に
、
生
活
を
科
学
的
に
能
率
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
第
三
学
年
用
、
六
一
）
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さ
て
、
中
学
校
の
副
読
本
『
民
主
主
義
』
（
文
部
省
著
作
、
一
九
四
九
）
に
は
、
「
家
」
制
度
の
廃
止
を
「
法
律
上
、
家
の
制
度
が
な
く
な
り
、
戸

主
と
い
う
地
位
や
戸
主
権
を
継
承
す
る
家
督
相
続
に
関
す
る
規
定
も
廃
止
さ
れ
た
」
（
下
巻
、
三
二
三
）
と
記
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
憲
法
二
十
四

条
を
明
記
し
、
両
性
の
本
質
的
平
等
を
述
べ
た
上
で
、
法
律
上
だ
け
で
な
く
、
家
庭
の
中
心
に
あ
る
夫
婦
の
関
係
、
ま
た
兄
弟
・
姉
妹
の
関
係
も

人
間
尊
重
の
原
理
に
よ
っ
て
建
て
直
す
こ
と
が
重
要
だ
と
し
、
核
家
族
・
小
家
族
を
自
然
で
望
ま
し
い
と
し
た
（
三
三
’
三
二
三
）
。
こ
う
し
て

う
ま
れ
た
家
庭
の
理
念
を
愛
と
理
解
と
平
安
に
満
ち
た
も
の
と
と
ら
え
た
（
三
一
九
）
。

『
民
主
主
義
』
に
は
、
「
家
」
制
度
の
廃
止
と
そ
の
理
由
、
戦
後
の
法
的
家
族
像
を
中
心
と
し
た
「
近
代
家
族
」
の
説
明
が
て
い
ね
い
に
記
述

家
庭
科
と
『
民
主
主
義
』
と
に
描
き
出
さ
れ
た
内
容
の
違
い
は
驚
く
ほ
ど
大
き
い
が
、
と
も
に
文
部
省
の
手
を
経
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

両
方
を
包
含
す
る
家
族
観
こ
そ
、
文
部
省
が
中
学
生
に
示
し
た
「
近
代
家
族
」
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

れ
る
家
族
の
和
は
心
性
か
ら
ゑ
て
も
伝
統
型
で
、
「
近
代
家
族
」
と
は
い
い
が
た
い
。
（
中
等
教
育
研
究
会
『
中
学
家
庭
一
』
一
九
四
九
、
一
）
。

北
信
教
科
用
図
書
研
究
協
会
編
『
中
学
家
庭
第
二
学
年
』
（
一
九
四
九
）
で
は
、
父
が
「
家
族
全
体
が
責
任
を
持
ち
、
積
極
的
に
協
力
し
て
、

明
か
る
い
家
庭
を
作
る
よ
う
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
当
の
民
主
主
義
日
本
の
建
設
は
家
庭
生
活
の
民
主
化
か
ら
だ
よ
」
（
一
）
と
述
べ
、

毎
土
曜
日
に
家
族
会
議
を
開
い
て
相
談
し
て
い
る
。
家
族
員
は
平
等
に
決
定
過
程
に
参
加
し
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
父
親
が
と
る
と
い
う
典
型
的

な
近
代
家
族
像
が
か
い
間
承
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中
学
校
家
庭
科
で
民
主
主
義
に
唯
一
言
及
し
た
教
科
書
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
家
庭
科
教
科
書
が
家
族
制
度
改
革
の
内
容
と
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
、
明
か
る
く
楽
し
い
家
族
・
家
庭
を
描
い
て
承
せ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
方
法
が
家
族
の
和
と
、
主
婦
の
台
所
か
ら
の
解
放
と
、
就
労
・
家
事
分
担
・
菜
園
づ
く
り
で
勤
労
を
強
調
す
る
と
い

う
密
接
不
離
の
三
点
セ
ッ
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
果
し
て
こ
れ
を
近
代
家
族
を
紹
介
し
た
も
の
だ
と
承
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
制
度
改
革
の
方
が
先
行
し
た
こ
と
を
考
慮

す
れ
ば
、
法
的
家
族
像
（
利
谷
、
八
○
’
八
一
）
が
明
記
さ
れ
て
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
そ
う
は
な
ら
な
い
。
は
っ
き
り
い
え
る
こ
と
は
「
家
」

的
要
素
を
徹
底
的
に
退
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
れ
て
い
る
。
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中
川
ら
は
「
男
女
が
互
に
人
格
を
尊
び
、
平
等
の
権
利
と
責
任
を
も
っ
て
真
に
家
庭
を
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
」

（
中
川
善
之
助
、
氏
家
寿
子
、
稲
葉
ナ
ミ
、
『
家
族
』
一
九
四
九
、
中
教
出
版
、
一
九
）
と
逆
転
し
た
言
い
ま
わ
し
で
「
家
」
制
度
を
批
判
的
に
述
べ
近
代

（
４
詮
）

家
族
の
理
念
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
「
今
ま
で
の
戸
主
中
心
の
家
族
制
度
を
基
礎
と
し
、
男
性
を
偏
重
し
た
婚
姻
関
係
も
親
子
関
係

も
改
め
ら
れ
た
」
（
六
三
）
と
述
べ
て
、
家
族
制
度
改
革
に
お
け
る
男
女
平
等
を
強
調
し
た
。

『
家
族
Ｉ
』
も
同
様
に
「
ご
く
最
近
ま
で
一
般
に
家
族
が
同
等
の
権
利
と
義
務
を
持
っ
て
構
成
さ
れ
、
ま
た
各
々
の
立
場
が
平
等
に
保
持
さ
れ

る
と
い
う
状
態
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
（
中
川
善
之
助
、
氏
家
寿
子
、
稲
葉
ナ
ミ
、
一
九
五
○
、
中
教
、
一
三
）
。

『
一
般
家
庭
家
族
』
は
「
こ
れ
ま
で
家
の
観
念
が
つ
よ
く
、
家
を
中
心
と
し
て
す
べ
て
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
（
略
）
な
ん
で
も
家
族
の
た

め
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
家
系
が
重
ん
じ
ら
れ
た
た
め
に
、
か
た
よ
っ
た
家
庭
愛
が
で
き
て
、
家
庭
生
活
が
だ
ん
だ
ん
ゆ
が
め
ら
れ
て

き
た
」
（
日
本
女
子
大
学
家
庭
科
研
究
会
編
、
一
九
五
○
、
実
教
出
版
、
二
○
）
と
述
べ
、
家
庭
生
活
に
お
け
る
家
中
心
的
な
態
度
を
反
省
す
る
と
こ
ろ

（
３
）
高
等
学
校
『
家
族
』
の
「
近
代
家
族
」

高
校
で
は
『
家
族
』
と
い
う
教
科
書
が
占
領
期
間
中
に
四
種
類
刊
行
さ
れ
た
。
当
初
よ
り
文
部
省
著
作
は
な
く
、
一
九
四
九
年
一
種
類
、
翌
年

三
種
類
が
家
庭
科
八
科
目
中
の
一
科
目
・
家
族
の
教
科
書
と
し
て
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
『
家
族
』
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
二
十
四
条
を
紹
介
、
解
説
し
、
法
的
家
族
像
を
明
記
し
て
い
る
。
し
か
し
「
家
」
制
度
廃
止

こ
れ
ら
『
家
族
』
に
お
い
て
狸

『
家
族
』
で
は
「
『
家
』
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
戸
籍
上
の
『
家
』
を
さ
す
の
で
、
現
に
私
た
ち
の
家
族
が
集
ま
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
生
活
し

て
い
る
家
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
実
際
生
活
に
は
、
非
常
に
不
都
合
な
こ
と
が
起
こ
り
や
す
か
っ
た
。
そ
れ
で
新
民

マ
マ

法
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
家
』
を
廃
し
た
の
で
あ
る
。
『
家
』
と
い
う
制
定
の
廃
止
に
伴
な
っ
て
、
そ
の
『
家
』
の
長
で
あ
る
『
戸
主
』
と
い
う

も
の
も
お
の
ず
か
ら
廃
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
（
教
育
文
化
研
究
会
家
庭
委
員
会
、
一
九
五
○
、
教
育
図
書
、
三
二
）
。
家
族
の
実
態
に
合
わ
せ
る
た
め

に
「
家
」
を
廃
止
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
「
家
」
制
度
が
も
っ
て
い
た
前
近
代
的
・
家
父
長
中
心
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
否
定
と
い
う
面
は
こ
こ

の
説
明
は
か
な
り
多
様
で
あ
る
。

に
力
点
が
あ
る
。
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衣
・
食
・
住
と
い
う
物
財
の
現
実
を
と
り
上
げ
る
家
庭
科
は
、
当
時
息
づ
い
て
い
た
家
族
の
心
性
と
切
り
離
し
難
い
、
現
実
的
な
家
族
を
対
象

と
し
て
ゑ
て
い
た
。
理
念
を
中
心
に
と
り
あ
げ
る
わ
け
に
ゆ
か
な
か
っ
た
の
が
、
家
族
教
科
書
の
家
族
像
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
現
実
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、
逆
に
近
代
家
族
の
イ
メ
ー
ジ
が
ゑ
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

教
文
研
『
家
族
』
は
民
主
的
な
家
庭
生
活
と
し
て
、
①
実
務
を
分
担
し
、
母
親
の
自
由
時
間
を
う
ゑ
出
す
②
互
い
に
人
格
を
尊
重
す
る
③
兄
弟

姉
妹
が
仲
よ
く
助
け
合
い
夫
婦
の
和
合
が
あ
る
、
と
い
う
（
三
五
’
三
八
）
。

憲
法
二
十
四
条
を
紹
介
し
、
新
民
法
を
説
明
し
、
民
主
主
義
を
説
き
な
が
ら
、
近
代
家
族
像
の
核
心
を
と
ら
え
た
と
は
い
い
難
い
家
族
像
で
あ

で
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
政
府
見
解
の
「
民
法
典
の
『
家
』
と
、
国
民
の
家
族
団
体
生
活
と
し
て
の
習
俗
上
の
「
家
」
と
を
区
別
し
、

前
者
を
廃
止
し
、
後
者
は
む
し
ろ
存
続
を
奨
励
す
べ
き
も
の
と
し
た
」
（
依
田
、
八
四
、
一
二
）
こ
と
を
受
け
て
書
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

特
に
あ
と
の
二
冊
の
教
科
書
に
お
い
て
は
、
急
激
な
家
族
制
度
改
革
と
、
「
家
」
制
度
の
な
か
で
培
っ
た
家
族
に
関
す
る
意
識
・
心
性
と
の
大

き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
前
に
、
「
家
」
制
度
を
正
面
き
っ
て
批
判
せ
ず
、
妥
協
的
に
伝
え
よ
う
と
し
た
面
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
川
ら
の
『
家
族
』
、
『
家
族
Ｉ
』
、
『
一
般
家
庭
家
族
』
で
は
、
家
族
が
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
き
た
こ
と
を
盛
り
こ
ん
で
い
る
。

例
え
ば
『
家
族
』
は
「
原
始
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
に
、
雑
婚
時
代
、
母
系
時
代
、
父
系
時
代
を
経
て
現
在
に
い
た
る
」
（
一
八
’
一
九
）
と

記
し
て
い
る
。
教
育
勅
語
に
代
表
さ
れ
る
万
世
一
系
の
天
皇
家
と
い
う
見
方
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
家
族
観
で
あ
る
。
天
皇
制
国
家
と
い
う
国

家
主
義
は
、
家
族
の
し
令
ヘ
ル
で
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
で
全
く
否
定
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
「
家
」
制
度
を
否
定
し
た
あ
と
に
法
的
家
族
像
と
い
う
形
で
近
代
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
導
入
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
営
ま
れ
る
家

族
像
を
ど
う
と
ら
え
た
の
か
。
具
体
的
記
述
の
み
ら
れ
る
二
冊
か
ら
み
て
承
よ
う
。

『
一
般
家
庭
家
族
』
は
こ
れ
か
ら
の
家
族
関
係
と
し
て
、
①
家
庭
運
営
す
る
母
に
男
女
を
問
わ
ず
協
力
し
て
勤
労
精
神
を
養
う
②
家
族
の
者
が

と
も
に
楽
し
む
習
慣
を
身
に
つ
け
る
③
真
理
を
き
わ
め
、
自
然
や
文
化
を
愛
し
、
自
・
他
の
権
利
や
人
格
を
尊
重
す
る
、
自
主
・
独
立
心
を
育
て

る
。

る
、
と
記
述
し
た
（
二
四
’
二
六
）
。
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化
さ
れ
て
い
た
。

Ｃ
Ｉ
Ｅ
は
文
部
省
の
す
す
ん
で
「
従
う
」
を
「
協
力
す
る
」
と
さ
し
か
え
た
。
力
を
あ
わ
せ
る
意
味
の
８
号
の
国
毎
に
対
し
、
号
星
の
方
は

前
近
代
的
な
人
間
関
係
を
含
み
が
ち
な
語
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
さ
し
か
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
語
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
家
族
社
会
学
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
教
育
刷
新
審
議
会
（
委
員
長
南
原
繁
）
の
委
員
で
も
あ
っ
た
戸
田
貞
三
の
一
文
に
英
訳
原
稿
そ
の
も

し
か
し
、
男
尊
女
卑
の
文
化
の
な
か
で
育
っ
た
日
本
人
に
と
っ
て
、
男
女
の
本
質
的
平
等
を
理
解
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
選
挙
権
の
よ
う
な
法
の
下
の
平
等
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
家
庭
に
お
け
る
男
女
平
等
の
場
合
は
ど
う
受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で

（
５
）

は
、
中
川
ら
の
『
家
族
』
に
対
す
る
「
検
閲
」
を
通
し
て
こ
の
こ
と
を
考
え
て
ゑ
た
い
。

占
領
国
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
女
性
が
参
政
権
を
獲
得
し
、
法
の
下
の
平
等
を
実
現
し
た
の
は
一
九
二
○
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
ピ

ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
の
時
代
以
来
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
’
一
ズ
ム
は
、
神
の
前
の
男
女
平
等
と
妻
の
夫
に
対
す
る
服
従
と
を
く
り
か
え
し
説
い
て

い
た
と
い
う
（
大
下
、
八
五
）
。
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
男
女
平
等
の
概
念
は
、
法
制
化
さ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
内
面

（
料
蟄
詞
劃
）
ゴ
〕
畠
ヨ
ミ
ｇ
可
四
ヨ
巴
巴
の
Ｃ
ｓ
三
三
眉
ご
侶
凹
・
弓
①
『
ョ
①
ヨ
ー
〕
の
『
印
画
こ
ろ
ョ
①

（
○
門
画
丙
貯
が
「
薄
雪
」
）
三
三
晨
冒
８
ｇ
⑦
『
胃
の
言
吾
・
吾
国
ョ
ｇ
］
胃
扇

（
「
蔦
邑
」
箙
ｓ
料
巽
戯
慧
削
蝉
聿
醐
Ｓ
升
掛
）
粥
蕪
Ｓ
濯
童
Ｓ
汁
与
丙
昇
↑
ロ
号
璽
障
借
↑
．

（
１
）
「
従
う
」
と
「
協
力
す
る
」

「
検
閲
」
に
よ
っ
て
語
句
が
さ
し
か
え
ら

っ
て
語
句
が
さ
し
か
え
ら

３
「
検
閲
」
に
み
る
日
米
の
夫
婦
平
等
観

れ
た
結
果
、
意
味
内
容
が
変
っ
た
例
を
と
り
あ
げ
て
承
よ
う
。

（
忠
刈
）

（
ロ
．
今
画
）

（
ハ
Ｏ
）
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の
の
よ
う
な
内
容
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
家
族
は
一
つ
の
集
団
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
生
活
し
て
い
る
う
ち
に
は
し
ぜ
ん
に
、
従
う
も
の
と

従
わ
し
め
る
も
の
の
関
係
が
生
じ
て
き
ま
す
。
家
族
の
人
々
が
お
互
い
に
譲
り
あ
っ
た
り
、
多
少
は
犠
牲
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
妻
が
夫
に
従
う
（
性
的
従
属
）
と
か
、
子
が
親
に
従
う
（
年
齢
的
従
属
）
と
か
い
う
関
係
が
生
じ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
従
属
関
係
は
感
情
と

か
信
頼
と
か
尊
敬
と
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
本
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
外
部
的
な
権
威
に
む
り
や
り
に
服
従
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は

ま
る
で
意
味
が
ち
が
い
、
ご
く
自
然
的
、
感
情
的
な
も
の
で
す
」
（
一
九
’
二
○
）
と
述
べ
た
。
戸
田
は
民
主
主
義
下
の
両
性
関
係
に
、
法
の
下
の

夫
婦
の
平
等
が
あ
る
一
方
、
家
族
集
団
に
お
い
て
は
夫
婦
の
従
属
関
係
が
あ
る
と
ゑ
た
。
時
代
が
変
っ
て
も
、
家
族
の
中
に
従
属
関
係
が
生
じ
る

の
は
避
け
難
い
と
ゑ
て
お
り
、
「
感
情
的
な
結
び
つ
き
を
本
と
し
て
成
り
立
つ
自
然
的
な
従
属
関
係
」
（
二
四
）
を
通
常
の
従
属
関
係
に
含
め
て
い

な
い
と
い
う
状
徴
が
あ
る
。
し
か
し
戸
田
は
夫
が
妻
に
従
う
と
い
う
性
的
従
属
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
「
こ
れ
ま
で
の
伝
統
を

生
か
し
な
が
ら
親
子
中
心
の
家
族
制
度
と
夫
婦
中
心
の
家
族
制
度
の
よ
い
と
こ
ろ
を
と
り
い
れ
」
（
一
七
○
）
て
ゆ
く
の
で
「
西
洋
と
全
く
同
じ
よ

う
な
夫
婦
本
位
の
家
族
制
度
」
（
八
○
）
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

戸
田
に
ふ
ら
れ
る
夫
婦
平
等
観
は
、
文
部
省
の
夫
婦
平
等
観
の
表
現
で
あ
り
、
一
般
の
多
く
の
日
本
人
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
英
訳
原
稿
が
呂
里
で
あ
り
、
文
部
省
の
独
力
で
は
８
呂
①
国
冒
に
し
え
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

滞
丙
十
寺
舜
廿
蒔
蒜
喜
岻
内
・
爵
薗
言
丙
冥
蟄
皿
一
ご
ｄ
舜
与
粥
同
時
鴬
丙
落
畔
‐
庁
弓
が
汁
与
病
》
汁
Ｓ
唇
訓
，
齢
汽
舜
が

（
○
自
国
員
〕

（
「
鳶
屋
」
《
蕨 （

２
）
夫
婦
平
等
観
と
性
別
分
業
観

「
検
閲
」
に
よ
る
語
句
の
さ
し
か
え
で
意
味
内
容
が
変
っ
た
第
二
の
例
が
つ
ぎ
の
文
で
あ
る
。

（
瀞
謝
詞
雲
）
ｇ
ョ
臭
①
ｇ
の
言
の
ｇ
且
乏
○
癸
冒
｛
昌
８
肩
口
ご
乏
三
。
具
画
ミ
ミ
。
『
ご
画
ｇ
具
吾
の
ｇ
ョ
の
里
雪
『
の
四
己
８
房
８
ョ
の
三
い
め
匡
弓
。
『
房
『
一

Ｓ
掛
雲
戯
落
削
鉾
華
鴫
Ｓ
丹
掛
）

つ
◎
ぬ
寓
目
く
①
一
冠

「
誘
雪
」
）
旨｝二

口
こ
】
Ｑ
一
国
ｍ
庁
○
ぬ
の
二
一
⑦
「
窪
邑
匡
邑
⑳
の
一
壷
め
ゴ
ゴ
○
コ
〕
の

（
ロ
．
骨
い
」
）

（
詔
画
）
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家
庭
の
こ
と
は
妻
が
行
い
夫
は
思
い
患
う
こ
と
な
く
職
業
に
専
念
す
る
と
い
う
文
部
省
の
夫
婦
平
等
観
と
性
別
分
業
観
に
対
し
て
、
夫
婦
が
共

に
家
庭
建
設
に
あ
た
れ
と
い
う
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
「
検
閲
」
の
背
景
に
、
日
米
の
夫
婦
観
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
Ｃ
Ｉ
Ｅ
で
活
用

さ
れ
た
家
族
（
家
政
学
領
域
）
の
文
献
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

夫
婦
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
各
々
の
幸
福
の
増
進
と
能
率
の
向
上
を
め
ざ
す
発
展
的
な
仕
事
を
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
つ
く
っ
て

ゆ
く
こ
と
は
、
「
責
任
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
ま
た
個
人
と
し
て
、
お
た
が
い
の
活
動
を
互
い
に
考
え
あ
う
こ
と
に
な
る
」
含
騨
『
言
陣
冒
‐

（
句
Ｉ
）

毎
こ
の
ご
』
雪
）
と
と
ら
え
て
い
る
。
家
族
員
の
幸
福
や
家
庭
の
仕
事
に
対
し
て
相
互
的
に
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
性

別
分
業
と
の
関
係
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
父
親
は
経
済
的
責
任
を
母
親
は
家
庭
経
営
と
家
事
技
能
の
責
任
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
印

コ
ー
ポ
レ
イ
ト

（
Ｒ
ｕ
）

象
が
あ
る
が
、
最
も
満
足
の
ゆ
く
家
庭
で
は
、
父
と
母
と
は
互
い
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
Ｑ
ｏ
ａ
目
』
雲
冒
》
餌
且
国
。
ミ
ヨ
》
弓
）
。

夫
婦
の
意
見
が
不
一
致
に
な
っ
た
場
合
を
と
り
あ
げ
た
記
述
で
は
、
母
親
と
父
親
は
子
育
て
や
家
族
の
目
標
な
ど
に
つ
い
て
完
全
に
共
感
し
て

い
る
べ
き
だ
。
も
し
両
親
の
間
で
子
育
て
に
つ
い
て
の
意
見
が
合
わ
な
い
と
き
は
、
考
え
方
の
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
で
き
る
限
り
合
わ
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
双
方
で
同
意
が
で
き
な
い
と
き
は
、
母
親
が
家
庭
経
営
者
の
役
割
を
引
受
け
、
彼
女
の
考
え
を
家
族
の
者
に
わ
か
ら
せ

ね
ば
な
ら
な
い
」
含
鐸
『
言
陣
ロ
ｇ
『
匡
の
ご
皀
易
ｌ
ｅ
と
い
い
、
父
親
の
役
割
に
つ
い
て
「
ほ
と
ん
ど
が
解
任
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
生
計
費
の
獲

得
に
従
事
し
て
い
る
の
だ
か
ら
（
略
）
家
庭
の
外
の
担
当
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
承
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
の
発
達
は

一
面
的
に
な
り
そ
う
だ
」
言
。
『
言
陣
己
邑
『
屋
。
ご
」
認
ｌ
巴
と
述
べ
た
。
夫
（
父
親
）
と
妻
（
母
親
）
そ
れ
ぞ
れ
が
分
担
し
た
性
別
役
割
領
域
で
の

責
任
と
最
終
的
な
決
定
権
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
で
は
、
夫
と
妻
が
家
庭
生
活
に
共
同
し
て
参
加
す
る
よ
う
く
り
返
し

述
べ
ら
れ
、
夫
婦
間
の
親
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
の
前
提
に
お
か
れ
て
い
る
。

翻
っ
て
日
本
の
教
科
書
に
お
け
る
性
別
分
業
を
み
る
と
い
さ
さ
か
異
っ
て
い
る
。
例
を
あ
げ
て
さ
ら
に
検
討
し
て
ゑ
る
こ
と
と
す
る
。

あ
る
日
の
家
族
会
議
で
、
家
庭
の
仕
事
が
母
親
に
集
中
し
、
生
活
が
円
滑
に
展
開
し
て
い
な
い
こ
と
を
兄
が
指
摘
す
る
。
父
が
座
長
と
な
り
、

仕
事
の
分
担
を
み
ん
な
で
決
め
る
の
だ
が
、
そ
の
際
母
は
「
私
は
何
で
も
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
受
け
て
い
る
（
『
私
た
ち
の
仕
事
》
都
市
生
活
を
中

心
と
し
て
１
』
、
中
一
、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
五
一
、
六
五
’
六
六
）
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
ゑ
て
、
母
は
家
事
領
域
で
は
技
術
を
も
つ
遂
行
者
で
あ
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教
科
書
に
お
け
る
「
近
代
家
族
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
個
人
の
尊
重
や
個
人
主
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
重
要
だ
が
、
本
稿
で

は
家
族
制
度
改
革
と
夫
婦
平
等
観
を
中
心
に
承
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
紙
幅
の
関
係
か
ら
若
干
の
ま
と
め
で
終
り
た
い
。

義
務
教
育
の
中
学
校
で
は
、
家
族
関
係
に
お
い
て
、
敬
老
を
な
く
し
、
す
べ
て
の
「
家
」
的
な
も
の
を
排
除
し
、
権
力
・
権
威
を
も
た
な
い
父

親
、
家
事
か
ら
解
放
さ
れ
活
動
的
な
母
親
、
親
子
が
と
も
に
団
蕊
す
る
核
家
族
を
「
近
代
家
族
」
と
し
た
の
が
四
七
年
で
あ
る
。
そ
の
後
占
領
軍

期
間
を
通
し
て
、
家
族
の
和
、
主
婦
の
台
所
か
ら
の
解
放
、
家
族
全
員
参
加
の
勤
労
の
強
調
に
よ
る
、
明
か
る
く
楽
し
い
家
族
・
家
庭
を
描
き
続

る
が
、
主
導
権
や
決
定
権
を
も
つ
責
任
者
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
は
父
が
家
事
に
積
極
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

例
ば
か
り
で
は
な
い
。
楽
し
く
働
く
家
族
を
描
く
家
庭
菜
園
づ
く
り
だ
が
、
四
九
年
に
は
早
く
も
父
の
い
な
い
菜
園
づ
く
り
の
さ
し
絵
が
登
場
す

る
（
『
明
る
い
家
庭
』
中
一
、
中
教
、
一
）
。
教
科
は
ち
が
う
が
、
「
風
と
子
ど
も
」
と
題
す
る
詩
の
一
節
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
あ
、
夕
御
飯
だ

Ｉ
／
と
う
さ
ん
は
こ
ん
や
も
お
そ
い
。
／
お
と
な
し
く
ね
ど
こ
で
待
っ
て
い
る
（
文
部
省
、
『
気
候
と
生
活
』
第
六
学
年
用
、
一
九
四
八
、
一
二
七
）
。
家

族
の
民
主
化
が
、
特
に
家
族
の
団
藥
と
し
て
表
現
さ
れ
た
時
期
に
あ
っ
て
さ
え
、
家
庭
生
活
で
の
父
親
の
不
在
は
受
容
さ
れ
て
い
た
。

日
米
を
比
べ
て
承
る
と
、
夫
と
妻
の
明
確
な
性
別
分
業
と
夫
の
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
ル
な
（
手
段
的
）
役
割
に
お
け
る
責
任
は
日
米
で
似
通

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
妻
の
役
割
領
域
で
の
決
定
権
が
弱
く
、
夫
の
家
庭
不
在
を
容
認
し
、
夫
婦
の
性
別
分
業
は
明
確
で
あ
る
が

故
に
コ
ミ
ニ
ー
ヶ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
（
増
田
、
四
○
）
な
ど
は
両
国
で
全
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

近
代
家
族
と
い
う
視
点
か
ら
ゑ
る
と
き
、
少
く
と
も
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
性
別
分
業
観
の
日
本
的
特
徴
と
法
が
実
現
し
た
夫
婦

平
等
観
と
は
つ
な
が
り
が
つ
ぎ
に
く
い
関
係
に
あ
る
。

「
家
の
こ
と
に
思
い
患
う
こ
と
な
く
」
と
「
共
に
家
庭
を
築
く
」
の
背
景
に
う
か
が
え
た
ギ
ャ
ッ
プ
は
こ
の
よ
う
に
か
な
り
大
き
い
も
の
で
あ

っ
た
。

４
結
び
に
か
え
て
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高
校
に
お
け
る
「
家
」
制
度
廃
止
の
説
明
は
多
様
だ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
否
定
さ
る
べ
き
も
の
と
み
て
い
た
。
従
っ
て
、
戸
田
の
い
う
よ
う
な

親
子
中
心
の
家
族
制
度
と
夫
婦
中
心
の
家
族
制
度
の
よ
い
と
こ
ろ
を
と
り
入
れ
る
と
い
う
折
衷
的
な
考
え
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
新
し

い
家
族
制
度
と
し
て
、
憲
法
二
四
条
の
紹
介
・
解
説
を
行
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
家
族
像
は
、
母
親
の
過
重
労
働
の
軽
減
に
協
力
し
、

人
間
を
尊
重
し
、
家
族
全
員
が
和
合
し
、
と
も
に
楽
し
む
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。

法
的
家
族
像
は
欧
米
の
近
代
家
族
を
モ
デ
ル
と
し
、
教
科
書
の
「
近
代
家
族
」
も
ま
た
憲
法
二
四
条
を
紹
介
し
た
の
だ
か
ら
、
欧
米
の
近
代
家

族
が
モ
デ
ル
の
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
教
科
書
の
家
族
像
と
憲
法
二
四
条
の
法
的
家
族
像
と
の
距
離
は
大
き
い
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
法
的
家
族
像
と
、
国
民
が
も
っ
て
い
た
家
族
意
識
、
あ
る
い
は
家
族
に
関
す
る
心
性
と
の
乖
離
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で

そ
れ
は
一
つ
に
昼

し
か
し
、
ま
た
別
の
要
因
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
中
学
・
高
校
を
通
し
て
、
明
か
る
く
楽
し
い
家
庭
を
実
現
す
る
た
め
に
、
勤
労

が
強
調
さ
れ
た
と
い
う
特
徴
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勤
労
は
近
代
家
族
の
理
念
に
直
接
関
係
し
な
い
は
ず
で

あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
現
実
の
家
族
問
題
と
し
て
の
貧
困
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
か
る
い
家
庭
と
い
う
家
族
の
目
標
は
、
近

代
家
族
理
念
の
積
極
的
な
内
面
化
よ
り
も
、
家
族
・
家
庭
の
安
定
化
と
、
貧
困
か
ら
の
脱
却
の
方
を
重
視
し
た
い
と
す
る
、
行
政
の
意
志
表
示
だ

け
た
の
で
あ
る
。

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
ま
た
、

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦
後
の
出
発
点
に
あ
っ
た
教
科
書
の
近
代
家
族
像
は
、
家
族
の
現
実
に
よ
り
強
く
方
向
づ
け
ら
れ
て
表
現
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

（
１
）
有
地
亨
一
九
七
七
『
近
代
日
本
の
家
族
観
ｌ
明
治
篇
』
弘
文
堂
、
同
一
九
八
六
『
日
本
の
親
子
二
百
年
』
新
潮
社
な
ど
。

（
２
）
Ｑ
ち
あ
の
ご
〕
胃
８
ａ
〕
Ｑ
貝
ン
）
’
一
孟
宝
よ
り
採
録
。

（
３
）
当
時
家
庭
科
は
建
前
で
は
男
女
と
も
選
択
教
科
だ
っ
た
が
、
女
子
が
学
ぶ
よ
う
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
重
松
伊
八
郎
一
九
四
八
『
新
し
い
導
き
方
家
庭

科
概
説
』
三
省
堂
、
一
○
頁
。
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唆
的
で
あ
る
。

三
冑
匡
Ｐ
Ｆ
．
］
・
曽
己

依
田
精
一
一
九
八

題
下
』
鎖

Ｐ
．
］
・
臼
〕
・

参
照
文
献

大
下
尚
一
一
九
七
六
「
ア
メ
リ
カ
初
期
の
女
性
た
ち
」
本
間
長
世
編
『
新
大
陸
の
女
性
た
ち
』
評
論
社

落
合
恵
美
子
一
九
八
九
『
近
代
家
族
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
勁
草
書
房

吉
己
昌
》
函
．
三
・
ゞ
園
三
四
》
三
・
Ｆ
四
目
男
（
）
言
〕
》
］
．
国
ご
窃
農
一
‐
さ
ョ
①
四
且
司
四
ヨ
ミ
ご
》
弓
言
三
月
三
三
“
邑

竹
前
栄
治
一
九
八
三
『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
』
岩
波
書
店

常
見
育
男
一
九
七
二
『
家
庭
科
教
育
史
増
補
版
』
光
生
館

利
谷
信
義
一
九
八
七
『
家
族
と
国
家
』
筑
摩
書
房

戸
田
貞
三
一
九
五
○
『
家
族
制
度
』
（
社
会
科
文
庫
Ａ
５
）
三
省
堂

増
田
光
吉
一
九
七
六
「
家
族
の
内
部
構
造
」
大
橋
薫
・
増
田
光
吉
編
『
改
訂
家
族
社
会
学
』
川
島
書
店
、

（
虞
Ｕ
）

（
句
Ｊ
）

（
Ｑ
○
）

（
５
）
文
部
省
が
Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
提
出
す
る
た
め
に
作
成
し
た
英
訳
原
稿
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
が
行
っ
た
「
検
閲
」
の
実
態
が
わ
か
っ
て
い
る
教
科
書
は
全
教
科
を

通
し
て
本
教
科
書
の
承
で
あ
る
。
下
記
論
文
は
「
検
閲
」
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
酒
井
は
る
み
一
九
八
九
「
『
家
族
』
（
教
科
書
）
に
ゑ

る
文
部
省
と
Ｃ
Ｉ
Ｅ
」
お
茶
の
水
女
子
大
学
心
理
・
教
育
研
究
会
『
人
間
発
達
研
究
』
第
一
四
号
五
’
二
・
本
稿
で
「
検
閲
」
と
し
た
の
は
、
統
制

の
範
囲
を
無
制
限
に
拡
大
し
た
り
、
「
危
険
」
な
著
者
ら
を
社
会
か
ら
排
除
す
る
な
ど
の
制
裁
を
伴
わ
な
か
っ
た
の
で
、
戦
前
の
検
閲
と
区
別
し
た
の
で

（
４
）
「
家
」
制
度
の
廃
止
と
理
由
を
記
述
し

の
部
分
が
削
除
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

制
度
の
廃
止
と
理
由
を
記
述
し

あ
る
（
同
上
論
文
、
六
）
。

の
函
逗
留
シ
も
爵
８
ａ
・
胃
ョ
ご
‐
ご
弓
の
『
の
①
８
目
國
昌
」
胃
ざ
い
ａ
⑦
『
且
の
》
ご
畠
ご
お
》
（
田
Ｃ
Ｏ
）
１
ｓ
留
守
と
畠
ご

高
校
家
庭
科
の
作
成
で
中
心
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
ロ
．
胃
言
い
が
借
り
出
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｅ
教
育
課
所
蔵
（
竹
前
の
Ｃ
Ｉ
Ｅ
組
織
に
よ
る
、
一
七
七
）

Ｃ
Ｉ
Ｅ
職
員
の
個
人
蔵
と
考
え
ら
れ
る
。

ロ
同
⑦
．

一
九
八
四
「

下
』
第
一
法
規

己
同
卑
月

て
い
た
が
、
こ
の
部
分
が
「
検
閲
」
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
教
科
書
の
「
検
閲
」
で
は
、
戦
前
の
反
省

ご
》
○
》
ご
銘
《
《
弓
言
国
○
ョ
の
冒
四
胃
ョ
ｇ
ａ
ｇ
署
》
国
胃
『
乏
畠
邑
閂
二
三
厨
三
局
ｇ
・

山
「
戦
後
家
族
法
の
改
正
と
『
家
族
制
度
』
の
廃
止
」
内
山
尚
一
、
黒
木
三
郎
、
石
川
利
夫
先
生
還
暦
記
念
『
現
代
民
法
学
の
基
本
間

ｏ
ｏ
ヨ
つ
ど
昌
》
ｚ
・
く

氏
の
指
摘
は
調
査
時
点
以
前
の
占
領
期
に
も
示

（
茨
城
大
学
社
会
学
）
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