
そ
れ
以
降
一
六
年
の
間
に
、
現
代
ア
メ
リ
カ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
男
性
運
動
言
①
国
》
の
ｇ
ｏ
ぐ
①
目
の
己
」
と
影
響
し
あ
い
な
が
ら
「
男

性
性
」
の
研
究
は
「
男
性
学
」
の
中
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
社
会
史
お
よ
び
歴
史
社
会
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
「
父

（
３
）

性
」
が
一
つ
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
し
て
そ
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
。

ま
た
、
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
産
階
級
の
相
対
的
に
若
い
男
性
に
み
ら
れ
る
、
か
っ
て
の
大
黒
柱
的
に
職
業
を
優
先
さ
せ
る
「
フ
ァ
ス

会
史
」
に
お
い
て
も
、
父
忰

（
２
）

が
待
た
れ
る
」
と
述
べ
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
「
父
性
毒
牙
の
『
言
ａ
と
を
歴
史
研
究
の
対
象
と
し
て
最
初
に
書
か
れ
た
論
考
は
、
一
九
八
二
年
に
出
版
さ
れ

（
１
）

た
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ー
モ
ス
の
食
弓
冨
Ｏ
富
国
囚
信
司
肖
＄
旦
甸
四
号
閏
ご
ａ
〉
》
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ー
モ
ス
は
、
「
父
性
に
は
き
わ
め
て
長
い
歴
史
が

あ
る
が
、
そ
れ
を
専
門
と
す
る
歴
史
家
は
事
実
上
一
人
も
い
な
い
」
と
し
、
そ
の
当
時
ま
で
に
す
で
に
興
隆
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
社

会
史
」
に
お
い
て
も
、
父
性
は
そ
の
研
究
対
象
と
し
て
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
「
父
性
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
の
誕
生

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

ア
メ
リ
カ
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
「
父
性
」

は
じ
め
に ｌ

「
男
性
的
家
庭
性
」
を
め
ぐ
る
史
的
研
究
の
動
向
Ｉ

高
橋
裕
子
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卜
・
ト
ラ
ッ
ク
言
の
耳
国
の
ご
」
よ
り
も
、
子
育
て
と
職
業
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
ダ
デ
ィ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
（
呂
呂
旨
国
の
ご
」

（
４
）

を
支
持
す
る
現
象
も
、
「
父
性
」
へ
の
高
い
関
心
を
反
映
し
て
い
る
。
共
働
き
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
現
代
ア
メ
リ
カ
の
家
族
で
は
、
第
一
の

（
５
）

勤
務
を
終
え
た
後
に
家
庭
で
待
っ
て
い
る
第
二
の
勤
務
で
あ
る
「
セ
カ
ン
ド
・
シ
フ
ト
」
、
す
な
わ
ち
再
生
産
労
働
の
分
担
を
め
ぐ
る
せ
め
ぎ
あ

い
の
中
、
女
性
の
み
な
ら
ず
男
性
た
ち
も
ま
た
職
業
と
子
育
て
を
含
む
家
庭
と
い
う
二
つ
の
役
割
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

稚
卜
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ

本
稿
で
は
、
子
育
て
（
ｇ
三
８
『
①
）
に
直
接
的
参
加
を
す
る
現
代
の
父
親
が
持
つ
よ
う
な
「
家
庭
性
」
あ
る
い
は
「
近
代
的
父
性
言
ａ
の
ｇ

菌
昏
①
号
Ｃ
Ｏ
Ｓ
」
の
出
現
の
源
泉
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
「
男
性
的
家
庭
性
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
議
論
を
中
心
に
、
最
近
の
「
父
性
」

の
歴
史
研
究
に
依
拠
し
て
整
理
し
て
み
た
い
。

社
会
史
研
究
の
中
で
「
父
性
寄
言
①
『
ご
Ｃ
ｅ
」
と
い
う
用
語
が
明
確
に
定
義
さ
れ
る
こ
と
な
く
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た

が
、
最
近
の
ラ
ル
フ
・
ラ
ロ
ッ
サ
の
著
書
、
ご
馬
ミ
ミ
ミ
冨
耐
曼
○
冨
旦
西
国
罫
亀
言
Ｃ
ｓ
韓
啓
の
言
国
冨
包
車
忌
浮
己
函
量
ｏ
こ
の
中
で
こ
の
用
語

の
定
義
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
ま
ず
そ
れ
を
み
て
み
よ
う
。

父
性
は
社
会
的
役
割
お
よ
び
社
会
・
歴
史
的
制
度
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
父
性
は
、
男
性
が
父
に
な
っ
た
り
、
あ

る
い
は
な
ろ
う
と
す
る
と
き
に
従
う
と
さ
れ
る
規
範
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
え
る
。
（
す
な
わ
ち
以
下
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
）
子
ど
も
や

他
の
父
で
な
い
行
為
者
が
、
父
で
あ
る
ふ
り
を
す
る
と
き
に
従
う
規
範
。
人
が
父
に
対
し
て
抱
く
感
情
や
態
度
。
正
当
で
あ
ろ
う
が
な
か

ろ
う
が
、
父
が
過
去
に
お
い
て
行
な
っ
た
行
為
、
現
在
そ
し
て
未
来
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
る
か
行
な
い
う
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
。

父
を
敬
い
ま
た
時
に
は
、
周
縁
化
す
る
祝
祭
や
儀
式
（
例
え
ば
、
父
の
日
や
母
の
且
。
そ
し
て
最
後
に
、
男
性
が
「
父
ら
し
く
」
振
る
舞
お

（
６
）

う
と
す
る
と
き
に
と
る
日
常
的
諸
行
為
。

｜
「
父
性
」
の
定
義
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歴
史
研
究
の
中
で
の
「
父
性
」
も
、
こ
れ
ま
で
の
女
性
史
・
家
族
史
研
究
を
土
台
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
家

庭
内
に
お
け
る
男
性
の
役
割
を
そ
の
中
心
的
な
視
座
に
据
え
た
と
き
、
必
然
的
に
可
視
化
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
ラ
ロ
ッ
サ
は
「
父
性
」
を

理
解
す
る
た
め
の
「
使
用
可
能
な
過
去
言
旨
言
も
虜
『
と
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
議
論
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
女
性
史
の
「
母
」
と
い
わ

れ
て
い
る
ガ
ー
ダ
・
ラ
ー
ナ
ー
を
引
く
。
女
性
の
歴
史
ｌ
た
と
え
ば
、
少
な
く
と
も
紀
元
七
世
紀
以
来
家
父
長
制
と
闘
い
自
ら
の
権
利
を
主

張
し
て
き
た
活
動
家
の
存
在
ｌ
を
ほ
と
ん
ど
の
女
性
た
ち
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
ラ
ー
ナ
ー
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ま
た
、
男

ラ
ロ
ッ
サ
が
強
調
す
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
「
母
性
言
○
言
閂
言
Ｏ
Ｓ
」
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
生
物
学
的
状
態
」
と
し
て
の
概
念

（
７
）

で
は
な
く
、
「
人
び
と
が
共
通
し
て
も
っ
て
い
る
想
像
の
産
物
」
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
父
性
」
と
い
う
概
念
が
も
っ
て
い

る
重
層
的
要
素
を
射
程
に
い
れ
つ
つ
、
「
八
父
性
の
文
化
Ｖ
ｌ
男
性
が
親
で
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
る
規
範
、
価
値
、
信
念
、
及
び
八
父
性
の
行
為
Ｖ

（
８
）

ｌ
父
が
行
な
う
こ
と
や
彼
ら
の
父
と
し
て
の
行
動
と
の
連
関
」
に
着
目
す
る
重
要
性
を
ラ
ロ
ッ
サ
は
示
唆
し
て
い
る
。

ラ
ロ
ッ
サ
の
よ
う
に
「
父
性
」
と
い
う
語
を
定
義
す
る
と
き
、
英
語
の
《
《
註
吾
閏
ご
ａ
雪
》
の
訳
と
し
て
「
父
性
」
は
必
ず
し
も
適
訳
で
は
な

い
。
日
本
語
と
し
て
最
も
近
い
表
現
は
「
父
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
の
中
で
は
、
便
宜
上
「
父
性
」
と
い

う
語
を
当
て
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
女
性
史
や
家
族
史
の
分
野
で
、
一
九
世
紀
半
ば
前
か
ら
未
ま
で
を
さ
す
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
は
、
植
民
地
時
代

や
二
○
世
紀
と
比
し
て
最
も
豊
か
な
研
究
業
績
の
蓄
積
が
あ
る
。
「
母
」
「
女
性
性
」
「
女
性
文
化
」
「
家
庭
性
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
を
め
ぐ
る

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
研
究
を
通
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
領
域
」
の
概
念
や
そ
れ
を
支
え
る
「
近
代
家
族
」

の
特
徴
等
が
こ
れ
ま
で
広
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
「
父
性
」
を
含
む
「
男
性
性
」
の
研
究
も
ま
ず
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
か
ら

モ
ノ
グ
ラ
フ
的
研
究
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。

ニ
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
後
期
の
男
性
性
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性
も
親
と
し
て
子
育
て
に
か
か
わ
っ
て
き
た
歴
史
を
知
る
た
め
の
「
使
用
可
能
な
過
去
」
を
垂

は
、
抑
圧
と
い
う
意
味
に
お
い
て
女
性
史
と
「
父
性
の
歴
史
」
の
場
合
と
で
は
、
重
大
な
相
違
点
が
あ

性
の
存
在
は
歴
史
的
に
み
て
不
可
視
な
状
態
に
留
め
ら
れ
て
き
た
の
で
、
父
と
子
の
関
係
は
一

い
る
と
い
う
認
識
し
か
う
ま
れ
な
い
状
況
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
ラ
ロ
ッ
サ
は
述
べ
る
。

た
「
ケ
ア
」
労
働
、
あ
る
い
は
女
性
学
研
究
で
い
わ
れ
る
「
愛
の
労
働
」
に
か
か
わ
っ
た
部
八

（
９
）

視
さ
れ
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

仁
め
の
「
使
用
可
能
な
過
去
」
を
奪

そ
れ
で
は
、
ま
ず
「
父
性
の
歴
史
言
の
ｓ
ご
○
軍
四
号
の
『
言
○
ｅ
」
研
究
に
端
緒
を
開
い
た
デ
ィ
ー
モ
ス
が
、
一
九
世
紀
を
中
心
に
「
父
性
」
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
み
て
み
よ
う
。
（
デ
ィ
ー
モ
ス
は
一
九
世
紀
を
前
半
と
後
半
で
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
の
で
、
一
九
世
紀
後
期
の
み
に

絞
っ
て
彼
の
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
）

産
業
化
の
進
行
と
と
も
に
労
働
と
家
庭
の
場
が
分
離
し
、
性
別
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
る
「
領
域
」
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が

「
近
代
家
族
」
を
構
成
す
る
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
の
だ
が
、
男
性
は
、
家
族
を
離
れ
公
領
域
に
で
か
け
て
金
を
稼
ぐ
「
大
黒
柱
」
と
い
う

役
割
を
担
っ
た
。
一
九
世
紀
以
前
も
家
族
に
「
物
や
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
」
す
る
こ
と
は
し
て
い
た
が
、
初
め
て
家
族
を
離
れ
た
場
で
父
と
し
て

の
主
要
な
役
割
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
デ
ィ
ー
モ
ス
は
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
親
と
し
て
は
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
」
の
親
に
な
り
、

家
族
の
日
々
の
生
活
か
ら
一
定
の
距
離
を
持
つ
こ
と
が
、
一
九
世
紀
の
「
父
性
」
に
新
た
に
出
現
し
た
特
徴
で
あ
る
。
「
大
黒
柱
」
の
役
割
を
完

全
に
担
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
子
ど
も
と
ほ
と
ん
ど
の
時
間
離
れ
て
い
る
こ
と
が
「
父
」
と
し
て
の
養
育
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
労
働

の
内
容
は
、
子
ど
も
や
妻
に
植
民
地
時
代
の
よ
う
に
具
体
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
労
働
の
結
果
が
収
入
と
い
う
形
で
家
族
か
ら
評

（
蛆
）

価
さ
れ
る
と
同
時
に
、
男
性
自
身
の
自
己
評
価
に
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
女
性
に
と
っ
て
は
私
領
域
で
子
ど
も
に
特
別
な
配
慮
を
注
ぎ
教
育
を
施
す
母
の
役
割
が
肥
大
化
し
た
。
肥
大
化
し
た
母
役
割
が
強
調

（
一
）
デ
ィ
ー
モ
ス
に
よ
る
概
観

わ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
（
但
し
、
ラ
ロ
ッ
サ

場
合
と
で
は
、
重
大
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
）
子
育
て
に
か
か
わ
る
男

』
き
た
の
で
、
父
と
子
の
関
係
は
常
に
、
現
在
は
過
去
よ
り
は
「
ま
し
」
に
な
っ
て

恥
て
い
た
と
ラ
ロ
ッ
サ
は
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
女
性
的
な
る
も
の
」
と
さ
れ
て
き

「
愛
の
労
働
」
に
か
か
わ
っ
た
部
分
の
男
性
の
歴
史
は
、
正
当
に
評
価
さ
れ
ず
に
無
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さ
れ
る
中
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
父
の
権
威
は
植
民
地
時
代
と
裏
腹
に
弱
体
化
し
、
父
の
家
庭
内
に
お
け
る
影
響
力
は
母
の
そ
れ
と
逆
コ
ー
ス

を
辿
っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
育
児
害
が
、
植
民
地
時
代
に
は
父
に
対
し
て
書
か
れ
て
い
た
が
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら

は
母
に
対
し
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
、
離
婚
時
に
養
育
権
は
一
九
世
紀
初
頭
で
は
父
に
渡
さ
れ
て
い
た
が
一
九
世
紀
未
に
は
母
へ

渡
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
等
が
象
徴
的
な
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
一
九
世
紀
全
般
を
通
し
て
、
父
は
子
ど
も
へ
の
愛
情

を
そ
れ
以
前
よ
り
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
は
い
る
が
、
基
本
的
に
父
の
影
響
力
は
よ
り
制
限
さ
れ
、

（
Ⅱ
）

母
の
側
へ
よ
り
濃
厚
な
関
係
が
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

デ
ィ
ー
モ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
に
か
け
て
以
上
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
は
完
成
し
た
と
い

う
。
業
績
を
あ
げ
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
た
一
九
世
紀
末
、
男
性
に
と
っ
て
の
「
大
黒
柱
」
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
な
要
素
と
な
り
、
職
業
と

家
庭
は
さ
ら
に
対
立
的
な
場
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
世
紀
末
に
登
場
し
た
郊
外
に
住
む
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
「
仕
事
と
家
庭

の
二
分
化
」
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
「
大
黒
柱
」
と
し
て
家
族
か
ら
尊
敬
や
感
謝
は
得
ら
れ
た
も
の
の
、
父
は
家
庭
か
ら
ま

す
ま
す
離
脱
し
た
と
こ
ろ
に
お
か
れ
る
存
在
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
二
○
世
紀
に
入
る
と
、
「
新
し
く
『
よ
り
ソ
フ
ト
な
菫
っ
の
役
割
」

が
加
わ
っ
た
と
デ
ィ
ー
モ
ス
は
述
べ
る
。
そ
の
役
割
と
は
、
子
ど
も
と
共
に
「
仲
間
と
し
て
の
活
動
」
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
参
加
し
、
家
庭
内
の
諸
事
（
例
え
ば
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
、
壁
紙
の
張
り
替
え
や
ペ
ン
キ
の
塗
り
替
え
等
）
に
も
貢
献
す
る
父
親
像
だ
。
世
代
、

経
験
、
社
会
的
地
位
を
越
え
て
、
仲
間
と
し
て
対
等
な
立
場
で
父
子
が
関
係
を
持
つ
こ
と
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
《
《
含
角
》

（
、
）

あ
る
い
は
《
《
含
呂
く
ゞ
と
い
う
呼
び
名
が
使
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
も
デ
ィ
ー
モ
ス
は
言
及
し
て
い
る
。

デ
ィ
ー
モ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
先
鋭
化
さ
せ
た
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
郊
外
化
と
、
二
○
世
紀
初

頭
に
出
現
し
た
と
い
う
「
新
し
く
『
よ
り
ソ
フ
ト
な
』
一
つ
の
役
割
」
を
（
時
期
と
郊
外
の
解
釈
に
ず
れ
が
あ
る
も
の
の
）
更
に
具
体
的
に
概
念
化

し
た
の
が
、
次
に
紹
介
す
る
マ
ー
シ
ュ
論
文
で
あ
る
。
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デ
ィ
ー
モ
ス
の
「
父
性
」
を
め
ぐ
る
論
考
が
発
表
さ
れ
た
六
年
後
の
一
九
八
八
年
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
マ
ー
シ
ュ
は
《
の
号
昌
冨
ｐ
ｇ
ｇ
画
己

言
閉
２
言
の
己
○
国
隅
言
ご
》
畠
弓
１
毛
国
ゞ
と
い
う
論
文
の
中
で
、
南
北
戦
争
以
降
一
八
七
○
年
代
に
入
っ
て
男
性
に
対
し
て
新
た
な
規
範
が
出

現
し
始
め
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
男
性
的
家
庭
性
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。
マ
ー
シ
ュ
の
論
文
に
依
拠
し
て
、
彼
女
が
提
起
し
た
「
男

（
過
）

性
的
家
庭
性
」
と
い
う
概
念
を
み
て
み
よ
う
。
彼
女
は
、
以
下
の
と
お
り
に
定
義
す
る
。

こ
の
「
男
性
的
家
庭
性
」
の
出
現
の
背
景
に
、
三
つ
の
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
マ
ー
シ
ュ
は
付
け
加
え
る
。

男
性
的
家
庭
性
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
よ
り
、
何
で
な
か
っ
た
か
を
言
う
こ
と
の
方
が
簡
単
だ
。
そ
れ
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
家
事
を
平
等
に
分
担
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
よ
り
大
き
な
社
会
で
男
性
と
女
性
が
同
一
の
機
会

を
持
つ
べ
き
と
い
う
確
信
に
至
る
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
日
々
の
子
育
て
の
何
が
し
か
に
こ
れ
ま
で
よ
り
大
き
な
責
任
を

持
つ
こ
と
に
同
意
し
、
仕
事
か
ら
離
れ
た
時
間
を
息
子
や
娘
た
ち
と
遊
び
、
教
え
、
で
か
け
る
こ
と
に
費
や
す
父
親
の
行
動
基
準
で
あ
る
。

家
庭
的
な
男
性
は
ま
た
、
夕
方
の
外
出
時
は
、
男
友
達
で
は
な
く
常
に
妻
を
同
伴
す
る
。
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
暖
炉
の
掃
除
や
ベ
ッ

ド
を
整
え
た
り
は
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
の
父
親
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
よ
り
は
ず
っ
と
多
く
の
関
心
を
家
庭
運
営
の
様
々
な
事

（
皿
）

項
や
子
ど
も
た
ち
の
世
話
に
払
っ
て
い
る
。

（
１
）
性
に
よ
る
分
離
を
促
し
た
家
父
長
的
な
支
配
あ
る
い
は
家
庭
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
代
わ
っ
て
、
伴
侶
性
（
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
シ
ッ
プ
）

が
強
調
さ
れ
た
結
婚
の
理
想
、
（
２
）
中
産
階
級
の
男
性
で
あ
る
夫
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
家
族
に
専
心
で
き
る
ほ
ど
に
充
分
な
職
業
的
安
定

（
巧
）

を
も
た
ら
し
た
経
済
シ
ス
テ
ム
、
（
３
）
家
族
に
対
す
る
新
た
な
意
識
を
適
切
に
空
間
的
に
表
現
で
き
る
よ
う
な
物
理
的
な
場
。

マ
ス
キ
ュ
リ
ン
●
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ

（
三
マ
ー
シ
ュ
の
「
男
性
的
家
庭
性
」
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す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
中
産
階
級
の
婚
姻
内
で
の
権
力
関
係
に
微
妙
な
変
化
が
起
き
」
、
第
二
に
は
安
定
的
な
収
入
を
も
た
ら
す
よ
う
な
「
企

コ
ン
パ
ニ
オ
ニ
ッ
ト

業
の
成
長
」
、
第
三
に
は
「
郊
外
が
伴
侶
性
の
高
い
家
族
を
作
り
だ
す
の
に
適
切
な
場
と
し
て
み
な
さ
れ
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
き
に
「
男

（
恥
）

性
的
家
庭
性
」
が
出
現
す
る
条
件
が
整
っ
た
と
す
る
。

マ
ー
シ
ュ
は
、
南
北
戦
争
後
、
家
庭
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
領
域
分
化
は
弱
体
化
し
て
い
く

傾
向
を
持
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
参
政
権
運
動
、
社
会
改
革
運
動
、
高
等
教
育
へ
の
参
入
、
教
職
や
工
場
労
働
の
賃
労
働

へ
の
参
加
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
女
性
た
ち
が
領
域
を
越
え
て
男
性
の
領
域
と
さ
れ
た
公
領
域
に
進
出
し
て

い
っ
た
か
ら
だ
。
「
女
性
の
役
割
が
変
化
し
た
こ
と
は
ま
た
男
性
の
役
割
が
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
女
性
が
男
性
の
世
界
に
入
っ
て
い
く

（
Ⅳ
）

に
つ
れ
、
男
性
も
女
性
の
領
域
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
参
入
し
始
め
た
の
だ
っ
た
。
」
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
領
域
」
の
崩
壊
の
起
点
に
「
男
性
的

家
庭
性
」
の
源
泉
を
マ
ー
シ
ュ
は
見
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
一
九
世
紀
半
ば
と
一
九
世
紀
末
お
よ
び
二
○
世
紀
初
頭
と
の
間
に
分
節
点
が
あ
り
、
男
女
両
方
に
対
し
て
書
か

れ
た
ア
ド
バ
イ
ス
・
ブ
ッ
ク
等
に
み
ら
れ
る
規
範
書
（
執
筆
者
も
男
女
両
方
）
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
マ
ー
シ
ュ
は
示
唆
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
女
性
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
は
、
よ
り
よ
い
妻
に
な
る
た
め
に
女
性
が
家
庭
外
へ
も
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
女
性
同
士
で
時
間
を
過
ご

す
こ
と
か
ら
変
化
し
て
、
夫
婦
の
絆
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
男
性
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
も
変
化
し
、
「
妻
と
の
感
情

的
親
密
さ
」
や
「
子
ど
も
と
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
し
て
時
間
を
過
ご
す
楽
し
み
」
を
持
つ
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
世
紀
半
ば

に
強
調
さ
れ
て
い
た
「
従
順
、
規
律
、
家
長
と
し
て
の
父
親
の
役
割
の
重
要
性
」
か
ら
変
化
し
て
、
二
○
世
紀
初
頭
に
は
父
は
子
ど
も
に
対
し

フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ

チ
ャ
ム

（
肥
）

て
「
友
達
関
係
」
を
形
成
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、
「
親
友
」
と
し
て
遊
び
相
手
に
な
る
こ
と
が
助
言
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
「
男
性
的
家
庭
性
」
の
概
念
は
、
新
た
に
付
与
さ
れ
た
「
父
」
と
し
て
の
役
割
が
、
公
領
域
で
必
要
と
さ
れ
た

攻
撃
性
の
「
安
全
な
は
け
口
」
と
し
て
機
能
し
、
当
時
の
「
男
ら
し
さ
（
員
白
目
言
の
の
の
ご
と
と
は
補
完
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
マ
ー
シ
ュ
は
議
論

（
四
）

す
る
。一

方
で
マ
ー
シ
ュ
は
、
「
男
性
的
家
庭
性
」
の
規
範
の
出
現
を
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
以
降
の
一
九
世
紀
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
変
化
に
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対
す
る
「
男
性
側
か
ら
の
返
答
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
伝
統
的
に
女
性
的
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
男
ら
し
さ
の

中
に
取
り
入
れ
再
定
義
す
る
こ
と
は
、
一
面
に
お
い
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
に
対
抗
す
る
試
み
で
あ
っ
た
」
と
い
う
彼
女
の
結
論
は
き
わ
め
て

興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
「
女
性
は
男
性
と
同
等
に
個
人
と
し
て
の
達
成
を
求
め
る
権
利
を
有
し
て
い
る
と
主
張
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
へ
の
、
男

性
側
か
ら
の
返
答
と
し
て
男
性
的
家
庭
性
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
。
」
具
体
的
に
は
、
郊
外
と
い
う
空
間
に
家
族
を
移
動
し
「
個
人
よ
り
も
家

族
の
ニ
ー
ズ
を
優
先
す
る
家
庭
内
に
父
が
引
き
込
ま
れ
る
」
こ
と
で
「
個
人
的
達
成
や
個
別
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
主
張
し
て
い
た
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
へ
、
家
庭
性
の
重
要
性
を
男
性
の
側
か
ら
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
女
性
の
公
領
域
へ
の
参
入
が

制
限
さ
れ
て
い
た
状
況
に
お
い
て
、
「
男
性
的
家
庭
性
」
は
フ
ェ
ミ
’
一
ス
ト
の
主
張
に
対
す
る
「
代
案
」
と
し
て
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
目
的
を
そ

（
別
）

ら
す
」
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
を
マ
ー
シ
ュ
は
結
論
で
示
唆
し
て
い
る
。

一
方
で
ロ
タ
ン
ド
は
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
父
親
が
家
庭
外
で
労
働
を
し
て
い
る
間
に
、
家
庭
内
で
影
響
力
を
持
っ
た
母
親
が
男
児
に
女

性
的
価
値
観
を
植
え
付
け
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
一
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
余
暇
や
家
庭
内
で
の
娯
楽
等
の

一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
、
』
ミ
、
ミ
ロ
言
ミ
ミ
言
員
皿
ご
固
苫
さ
、
ミ
ロ
言
鼠
ミ
ミ
冨
冒
雪
辱
『
ざ
ミ
罫
心
さ
ミ
ミ
ご
苫
き
き
価
三
ｏ
暑
き

画
§
に
合
衆
国
に
お
け
る
男
性
性
の
歴
史
的
展
開
を
著
し
た
Ｅ
・
ア
ン
ソ
’
－
－
・
ロ
タ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
○
年
代
お
よ
び
一
八
九
○
年
代

に
は
中
産
階
級
の
男
性
は
、
三
女
性
的
』
と
さ
れ
た
新
た
な
習
慣
や
仕
事
」
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
マ
ー

シ
ュ
の
「
男
性
的
家
庭
性
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
ロ
タ
ン
ド
は
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
い
う
観
点
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
は
男

性
に
困
惑
を
も
た
ら
し
た
「
言
葉
の
矛
盾
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
男
性
的
家
庭
性
」
と
い
う
概
念
は
、
「
男
性
は
、
男
性
の
資

質
に
適
合
的
で
な
い
女
性
の
任
務
を
行
な
え
る
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
男
が
、
家
庭
で
、
女

性
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
こ
と
を
す
る
た
め
に
、
家
の
中
に
長
く
い
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
彼
は
一
体
ど
ん
な
男
性
な
の
か
」
と
い
う
こ
と

（
幻
）

に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

（
三
）
ロ
タ
ン
ド
に
よ
る
「
内
な
る
女
性
性
」
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「
男
性
的
家
庭
性
」
は
、
マ
ー
シ
ュ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
当
時
の
「
男
ら
し
さ
」
と
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ロ

タ
ン
ド
が
反
論
す
る
と
お
り
、
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ル
フ
・
ラ
ロ
ッ
サ
は
、
両
者
の
提
起
し
て
い
る
問
題
を
マ
ー
シ
ュ

（
型
）

論
文
が
所
収
さ
れ
て
い
る
研
究
書
の
中
の
別
の
論
文
で
使
用
さ
れ
て
い
た
、
「
家
庭
的
男
性
性
（
号
日
①
の
胃
日
四
の
２
言
ご
）
」
と
い
う
概
念
を
「
男

性
的
家
庭
性
」
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
男
性
を
め
ぐ
る
家
庭
性
の
問
題
を
整
理
し
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
出
版
さ
れ
た
、
里
、
ミ
○
号
ミ
ー
‐

（
妬
）

愚
ご
葛
具
画
風
言
碁
○
ミ
叩
脾
小
言
ミ
ロ
琶
包
、
忌
言
三
ｍ
房
ご
こ
の
中
で
ラ
ロ
ッ
サ
が
展
開
す
る
議
論
を
要
約
し
つ
つ
辿
っ
て
み
よ
う
。

（
犯
）

「
女
性
的
」
と
さ
れ
た
も
の
へ
の
指
向
を
男
性
が
表
現
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
ロ
タ
ン
ド
は
「
父
性
」
を
め
ぐ
る
一
九
八
五
年
に
出
さ
れ
た
別
の
論
考
で
、
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
中
産
階
級
の
家
庭
に
お
け
る
父

親
の
「
物
理
的
な
不
在
」
が
顕
著
に
な
る
つ
れ
、
子
ど
も
と
の
「
心
理
的
な
不
在
」
が
明
確
化
し
た
と
し
て
い
る
が
、
他
方
で
、
子
ど
も
と
感

情
面
で
父
親
と
し
て
か
か
わ
り
あ
う
「
新
し
い
関
係
」
を
持
つ
男
性
が
一
部
で
出
現
し
た
の
も
同
時
期
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
父

親
不
在
」
と
「
父
親
参
加
」
と
い
う
相
対
立
す
る
二
つ
の
傾
向
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
一
九
世
紀
未
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
一
九
六

○
年
代
ま
で
継
続
し
た
と
言
及
し
て
い
る
。
（
但
し
ロ
タ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
両
極
に
共
通
す
る
の
が
、
「
家
父
長
的
父
性
」
の
衰
退
で
あ
る
。
母

親
が
「
家
族
の
情
緒
を
支
え
る
核
」
と
な
る
一
方
、
父
親
の
家
父
長
的
な
役
割
は
相
対
的
に
縮
小
し
た
。
）
一
九
世
紀
末
に
は
、
家
父
長
的
か
た
苦
し
さ

を
持
っ
た
父
親
像
は
衰
退
し
、
子
ど
も
と
の
間
に
親
密
な
感
情
的
絆
を
築
く
と
い
う
情
緒
面
で
の
新
し
い
傾
向
が
み
ら
れ
、
「
父
親
不
在
と
は
反

（
羽
）

対
の
傾
向
が
、
静
か
に
そ
し
て
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
九
世
紀
末
に
出
現
し
始
め
た
。
」

マ
ー
シ
ュ
と
ロ
タ
ン
ド
が
共
に
明
示
し
て
い
る
一
九
世
紀
末
の
父
役
割
に
お
け
る
変
化
を
「
男
性
的
家
庭
性
」
と
い
う
概
念
と
の
関
連
で
ど
卜２

の
よ
う
に
把
握
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
父
性
を
め
ぐ
る
研
究
で
最
も
新
し
い
著
書
の
中
で
ラ
ロ
ッ
サ
が
そ
の
点
を
明
蜥
に
議
論
し
て
い
る
。
以
引

下
で
「
新
し
い
父
性
」
の
原
点
に
結
び
つ
く
ラ
ロ
ッ
サ
の
整
理
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

三
「
新
し
い
父
性
（
ｚ
①
乏
蜀
皇
宮
号
：
ｅ
」
の
原
点
ｌ
ラ
ロ
ッ
サ
の
整
理



「
男
性
的
家
庭
性
言
画
、
２
言
の
号
ョ
①
の
言
ご
と
は
、
子
育
て
を
含
む
家
庭
内
の
諸
事
を
男
性
的
な
方
法
で
行
な
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
し
か
し
、
「
家
庭
的
男
性
性
ａ
○
日
の
の
言
ョ
四
の
２
言
ご
と
と
い
う
用
語
は
、
「
男
性
で
あ
る
何
者
か
を
《
曇
号
日
＄
言
異
Ｑ
ず
る
」
意
味
を
持

つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
こ
で
、
ラ
ロ
ッ
サ
は
《
《
号
ョ
朋
言
異
瓜
》
と
い
う
用
語
に
は
、
辞
書
に
よ
れ
ば
基
本
的
に
以
下
の
三
つ
の
意
味
が
あ
る

と
指
摘
す
る
。
「
家
庭
の
中
に
連
れ
て
く
る
（
言
長
三
○
言
①
ご
日
の
）
、
教
化
す
る
（
ｏ
宣
言
の
）
、
和
ら
げ
る
言
日
①
）
」
と
い
う
三
つ
の
意
味
に

置
き
換
え
て
「
家
庭
的
男
性
性
」
の
意
味
を
捉
え
直
す
。
第
一
の
意
味
で
理
解
す
る
場
合
、
男
性
が
世
紀
転
換
期
に
余
暇
を
家
庭
で
過
ご
す
傾

向
が
強
ま
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
結
び
つ
く
。
第
二
の
意
味
で
は
、
こ
の
時
代
に
男
性
は
女
性
た
ち
と
よ
り
多
く
の
時
間
を
過
ご
す
よ
う
に
な

り
、
夫
婦
単
位
で
活
動
す
る
文
化
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
「
家
庭
的
男
性
性
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
の
意
味
で

は
、
男
性
が
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
「
生
得
的
野
性
」
の
抑
制
（
和
ら
げ
る
）
と
い
う
捉
え
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
と
こ
れ
ま
で
以

上
に
時
間
を
過
ご
す
と
い
う
こ
と
自
体
、
当
時
想
定
さ
れ
て
い
た
「
男
性
性
」
と
は
異
質
の
行
為
と
し
て
理
解
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
《
辱
き
日
＄
ご
８
電
》
と
い
う
用
語
の
持
つ
意
味
か
ら
「
男
性
的
家
庭
性
」
お
よ
び
「
家
庭
的
男
性
性
」
を
考
察
す
る
こ
と
で
、

ま
ず
「
男
性
的
家
庭
性
」
は
、
少
な
く
と
も
「
家
庭
的
男
性
性
」
ほ
ど
「
言
葉
の
矛
盾
」
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
ラ
ロ
ッ
サ
は

導
き
、
「
男
性
的
家
庭
性
は
男
性
性
に
抵
触
し
な
い
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ー
シ
ュ
の
「
男
性
的
家
庭
性
」
は
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。

む
し
ろ
「
家
庭
的
男
性
性
」
と
い
う
場
合
に
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
「
家
庭
的
で
あ
る
こ
と
が
女
性

的
で
あ
る
こ
と
と
同
一
視
さ
れ
、
女
性
性
が
男
性
性
と
対
立
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
」
、
男
性
に
と
っ
て
は
「
家
庭
性
」
は
「
非
男

性
化
」
と
い
う
葛
藤
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ロ
タ
ン
ド
が
言
及
し
た
よ
う
な
「
彼
は
一
体
ど
ん
な
男
性
な
の
か
？
」

と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
ラ
ロ
ッ
サ
は
、
ロ
タ
ン
ド
が
述
べ
た
「
言
葉
の
矛
盾
」
の
可
能
性
も
妥
当
な

以
上
の
よ
う
に
「
男
性
的
家
庭
性
」
と
「
家
庭
的
男
性
性
」
を
区
別
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
ラ
ロ
ッ
サ
は
マ
ー
シ
ュ
と
ロ
タ
ン
ド
両
者
の

立
論
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
に
到
達
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
に
か
け
て
中
産
階
級
の
男
性
に
三
つ
の
役
割
を
果
た
す

期
待
感
が
持
た
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
「
経
済
的
な
大
黒
柱
と
し
て
の
役
割
」
を
全

指
摘
で
あ
る
と
す
る
。
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（
躯
）

一
つ
。

ラ
ロ
ッ
サ
が
示
唆
す
る
通
り
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
に
か
け
て
合
衆
国
の
産
業
化
・
都
市
化
が
進
行
す
る
中
で
、
中
産
階
級
の

男
性
に
は
大
黒
柱
の
役
割
が
一
層
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
ま
た
同
じ
時
期
に
表
面
上
は
相
対
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
父
へ
の
新
た
な
期

待
・
役
割
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
結
婚
観
の
変
容
と
も
関
連
し
て
い
る
。
規
範
と
し
て
は
そ
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
た
も
の
の
、

「
都
市
部
の
中
産
階
級
に
お
い
て
さ
え
も
民
主
的
な
結
婚
が
実
践
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初

頭
で
あ
っ
た
」
と
ラ
ロ
ッ
サ
は
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
カ
ッ
プ
ル
は
子
ど
も
を
産
み
、
共
に
保
護
す
る
存
在
で
あ

る
と
同
時
に
、
生
涯
の
友
で
も
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
が
、
民
主
的
な
結
婚
に
お
け
る
ル
ー
ル
だ
っ
た
」
の
だ
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
重

視
す
る
結
婚
観
が
規
範
と
し
て
も
実
践
と
し
て
も
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
男
女
の
境
界
を
柔
軟
な
も
の
と
す
る
影
響
が
も
た
ら
さ

（
妬
）

れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
「
男
性
的
家
庭
性
」
と
「
家
庭
的
男
性
性
」
の
展
開
に
結
び
つ
い
た
と
し
て
い
る
。

家
庭
内
で
子
育
て
や
家
事
に
今
ま
で
以
上
に
男
性
が
か
か
わ
る
こ
と
で
、
収
入
を
提
供
す
る
以
上
の
貢
献
を
家
庭
内
に
も
た
ら
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
規
範
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
家
庭
外
で
の
労
働
が
も
た
ら
す
収
入
と
い
う
形
で
男
性
の
大
黒
柱
の
役
割
が
最

重
要
に
な
っ
て
以
来
初
め
て
、
彼
ら
は
家
庭
内
に
お
い
て
現
代
で
い
う
「
セ
カ
ン
ド
・
シ
フ
ト
」
に
貢
献
す
る
よ
う
期
待
さ
れ
た
と
み
な
す
こ

（
”
）

と
が
で
き
る
と
ラ
ロ
ッ
サ
は
示
唆
す
る
。
大
黒
柱
の
役
割
は
第
一
義
的
に
男
性
に
期
待
さ
れ
た
任
務
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
の
時
点
か
ら
、

「
男
性
的
家
庭
性
」
お
よ
び
「
家
庭
的
男
性
性
」
が
そ
れ
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
父
性
は
変
容
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
点
が

ラ
ロ
ッ
サ
の
整
理
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
父
性
（
ｚ
の
弓
悪
夢
の
『
言
○
ｅ
」
の
原
点
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

要
が
あ
る
と
い
う
行
動
原
理
」
で
あ
る
。

う
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
「
男
性
的
家
庭
性
」
、
す
な
わ
ち
「
男
性
は
男
性
的
な
る
も
の
を
家
庭
内
の
仕
事
に
注
入
す
る
べ
き
と
す
る
規
範
」
、
第

三
に
、
「
家
庭
的
男
性
性
」
、
す
な
わ
ち
「
男
性
の
男
ら
し
さ
は
家
庭
内
に
軟
禁
さ
れ
（
少
な
く
と
も
夕
べ
に
は
）
、
教
化
さ
れ
、
和
ら
げ
ら
れ
る
必
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こ
れ
ま
で
、
「
近
代
家
族
」
を
議
論
す
る
文
脈
の
中
で
、
「
家
庭
性
」
は
「
女
性
性
」
と
直
線
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
男

性
の
持
っ
た
「
家
庭
性
」
の
あ
り
方
を
探
る
こ
と
は
、
不
可
視
的
で
あ
っ
た
「
父
性
」
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
通
じ
る
。
中
産
階
級
の

（
羽
）

女
性
は
男
性
と
時
差
を
持
っ
て
公
領
域
に
賃
金
労
働
者
と
し
て
参
入
し
て
い
っ
た
が
、
ま
た
男
性
も
同
様
に
時
差
を
持
っ
て
私
領
域
で
特
に
父

役
割
を
と
お
し
て
質
的
・
量
的
差
異
は
か
な
り
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
ケ
ア
労
働
を
期
待
さ
れ
る
存
在
と
し
て
み
な
さ
れ
始
め
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
「
男
は
外
、
女
は
内
」
と
い
う
近
代
家
族
論
の
二
項
対
置
的
図
式
を
見
直
し
、
「
男
性
性
」
の
側
か
ら
も
「
家
庭
性
」
に
か
か
わ

る
歴
史
的
経
緯
を
注
意
深
く
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
マ
ー
シ
ュ
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
主
張
に
対
し
て
、
そ
の
目
的
を
そ
ら
す
よ
う
な
返
答
と
し
て
「
男

性
的
家
庭
性
」
を
捉
え
る
視
点
も
現
代
に
示
唆
す
る
も
の
が
大
き
い
。
更
に
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
は
、
女
性
の
「
家
庭
性
崇
拝
（
《
三
の
ｏ
二
旦

号
ョ
の
の
号
ご
葛
）
」
の
根
幹
と
な
る
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
期
に
分
節
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
男
性
性
及
び
父
性
を
検
討
す
る
こ
と
を

通
し
て
鮮
明
化
し
て
く
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
わ
れ
る
視
座
か
ら
、
「
父
性
」
を
含
む
「
男
性

性
」
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
以
上
で
紹
介
し
た
最
近
の
歴
史
研
究
の
動
向
は
明
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

八
付
記
Ｖ
明
石
紀
雄
先
生
に
は
、
草
稿
を
読
ん
で
頂
き
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
尚
、
本
稿

は
、
松
下
国
際
財
団
に
よ
る
研
究
助
成
（
一
九
九
七
’
一
九
九
八
）
に
よ
る
八
一
般
研
究
Ｖ
「
津
田
梅
子
と
近
代
日
本
の
女
子
教
育
改
革
ｌ
ｌ
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
か
ら
の
八
女
性
文
化
Ｖ
の
移
入
を
め
ぐ
っ
て
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て
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註

社
、
一
九
九
○
年
。

（
６
）
門
国
内
○
の
の
僻
目
蚕
、

（
２
）
尋
員
．
》
弓
．
金
‐
全
．

（
３
）
男
性
性
お
よ
び
父
性
を
め
ぐ
る
主
要
な
研
究
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
両
．
シ
三
宮
呈
困
○
日
己
○
》
《
《
シ
日
９
８
口
甸
胃
篇
９
８
男
シ
国
尉
‐

さ
吋
庁
巴
も
四
号
の
ｇ
ご
Ｑ
》
』
ミ
、
鼠
ｓ
菖
団
冬
邑
ミ
ミ
ミ
の
。
符
ミ
冴
耳
電
あ
の
宮
の
ご
号
の
ご
○
ｇ
○
ず
閂
遍
霞
）
》
で
ロ
亨
誤
一
三
四
局
丙
○
四
吋
。
Ｂ
》
尼
滞
ｓ
興

記
罫
ヘ
ミ
邑
葛
＆
二
言
冨
寄
ｏ
ｏ
ａ
言
ぐ
奇
き
き
ミ
塗
昌
⑮
ミ
ミ
（
ｚ
の
言
国
四
ぐ
の
ロ
”
国
巴
①
ご
ｐ
ご
閏
巴
ご
勺
吊
閉
》
己
宅
）
垂
三
四
局
穴
○
四
局
ご
隅
四
ご
ｇ
ｏ
々
。
の

⑦
吋
藍
ｇ
〕
の
房
．
｝
ミ
ｓ
ミ
ぷ
湧
き
、
ミ
ミ
言
ミ
”
ｇ
鼠
、
胃
ご
畠
ミ
ミ
罵
冒
雪
辱
ミ
ミ
。
ご
貢
曽
菖
聾
ミ
ミ
ミ
（
○
三
ｏ
括
負
ご
己
月
旦
ご
ｇ

ｏ
亘
ｏ
四
ｍ
○
勺
吊
朋
）
乞
三
）
一
理
①
ロ
ゴ
の
ご
宮
．
甸
国
ロ
Ｆ
《
《
”
の
邑
旦
閏
言
い
シ
己
四
国
ロ
○
○
白
さ
再
昌
。
届
ぬ
朋
旦
甸
四
弓
の
号
○
○
・
冒
昏
の
Ｆ
輿
毎
厨
ｇ
Ｑ
ａ
一

三
閏
曾
三
角
の
可
○
日
三
四
朋
胃
言
閉
爵
四
己
三
目
侭
四
員
．
昏
匿
ミ
ミ
ミ
ざ
。
ミ
望
号
ご
淫
弓
巴
巨
霊
夢
９
面
土
晨
困
○
冨
風
Ｆ

の
国
の
乏
○
昼
〉
罰
国
尋
ｓ
一
言
。
尽
き
』
ミ
、
ミ
ミ
恥
』
配
冴
ご
道
（
ｚ
の
弓
昌
○
吋
天
卵
国
四
の
門
国
○
○
穴
の
》
乞
麗
）
一
両
．
シ
ご
言
○
コ
望
両
○
日
。
Ｑ
ｏ
》
』
宝
罵
ミ
ミ
苫

ミ
ー
ミ
香
○
○
国
亜
目
毒
ミ
魚
ミ
ミ
ミ
冒
冨
の
ミ
ミ
虜
。
ミ
《
ミ
ご
寺
○
ミ
尋
⑮
記
ミ
ミ
ミ
冒
蜀
さ
尋
、
二
言
（
詩
ミ
函
画
さ
（
ｚ
９
三
目
○
吋
丙
皿
国
四
の
旨
国
○
○
丙
の
》

乞
謁
）
一
三
房
面
四
里
尻
ヨ
ョ
】
里
》
ミ
ヘ
ミ
琴
○
○
回
雪
出
蒼
恥
ミ
ミ
皿
崔
Ｏ
ミ
ミ
ミ
ミ
配
冴
ご
こ
（
ｚ
９
ご
尽
○
門
戸
皿
司
『
用
勺
吊
朋
》
ご
霊
）
如
詞
巴
ロ
ゴ
Ｆ
四
詞
○
朋
四
》

目
言
言
○
烏
§
尉
国
言
苫
旦
因
貝
言
、
言
昌
皿
隆
ざ
ら
ミ
邑
菖
包
車
忌
言
ミ
函
冴
さ
ミ
（
○
三
８
魑
皿
弓
言
ロ
ヨ
蔚
夙
ご
具
の
冨
の
品
○
・
乞
君
）
．

（
４
）
⑦
房
言
○
匡
々
団
員
言
墨
。
ミ
ミ
』
》
ミ
ミ
色
も
』
医
．
ま
た
、
拙
槁
「
男
性
運
動
」
、
ヨ
セ
カ
ン
ド
・
シ
フ
ト
』
か
ら
「
ダ
デ
ィ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
』

へ
」
明
石
紀
雄
・
川
島
浩
平
編
「
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
を
知
る
た
め
の
帥
章
』
明
石
書
店
、
一
九
九
八
年
、
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
ア
ー
リ
ー
・
ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
（
田
中
和
子
訳
）
「
セ
カ
ン
ド
・
シ
フ
ト
（
第
二
の
勤
務
）
ｌ
ア
メ
リ
カ
共
働
き
革
命
の
い
ま
』
朝
日
新
聞

（
１
）
］
○
ヶ
ロ
ロ
①
日
○
の
ゞ
《
↑
弓
壷
の
○
面
ｍ
ｐ
ｍ
日
ｍ
甸
四
の
＄
旦
甸
凹
昏
①
号
○
○
具
》
》
旨
の
国
己
の
目
国
．
○
異
ロ
シ
菌
ご
両
．
⑦
ロ
。
ａ
言
曽
ａ
］
○
ゴ
ロ
三
ロ
ロ
ユ
田
詞
○
閉
》

の
房
．
》
画
風
言
、
邑
薑
ａ
Ｏ
ミ
ミ
皿
ロ
ミ
ミ
ｇ
ミ
ミ
ミ
ロ
菖
包
○
雪
計
国
重
さ
号
Ｒ
言
鴎
田
吊
さ
三
匡
三
①
｝
野
ｇ
§
ゞ
乞
囹
）
ゞ
弓
．
金
平
念
．
初
出
は
以

上
の
文
献
の
中
で
あ
っ
た
が
、
以
下
の
文
献
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。
旨
言
己
の
日
８
｝
顛
員
、
尽
鷺
皇
国
菖
包
顛
勇
ミ
ミ
恥
目
言
ご
薑
雪
国
苫
旦

尋
、
侶
詩
ｇ
ミ
馬
雪
崖
ミ
、
ご
ｓ
冨
璽
号
追
（
ｚ
ｇ
雪
国
目
安
○
×
ざ
ａ
ロ
ョ
ぐ
の
厨
弓
卑
の
閉
》
己
霊
）
》
９
．
凸
‐
雪
．
本
稿
で
の
引
用
ペ
ー
ジ
数
は

き
、
侶
詳
○
ミ

後
者
に
よ
る
。

』
ご
烏
§
厨
ｓ
ご
菖
旦
覇
宣
言
碁
ｇ
Ｒ
ｇ
・
己
‐
旨
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（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
Ⅲ
）

（
Ⅱ
）

（
Ｍ
）

（
喝
）

（
略
）

（
Ⅳ
）

（
肥
）

（
岨
）

（
別
）

（
別
）

（
蛇
）

（
別
）

（別）

ヘヘ

13 12
ー

Ｑ
豆
①
⑦
国
或
ｇ
》
食
困
①
８
．
留
日
＆
信
二
閑
目
一
言
ご
坤
○
ョ
夢
の
固
く
四
口
鴨
言
巴
詞
ｇ
ご
堅
さ
言
の
三
目
ヨ
い
も
３
酉
の
朋
葺
普
試
Ｐ

ｇ
Ｒ
三
豊
蔚
望
三
房
房
雪
》
・
ヨ
ミ
ミ
ミ
是
唖
ご
黄
』
含
邑
言
員
．
弓
』
田
山
三
．

（
妬
）
以
下
の
、
「
男
性
的
家
庭
性
」
と
「
家
庭
的
男
性
性
」
に
つ
い
て
の
ラ
ロ
ッ
サ
の
議
論
は
、
匿
詞
吊
閻
》
ご
馬
ミ
ミ
、
ご
詩
ミ
ミ
ミ
雨
宣
言
碁
。
ミ
↓

９
．
望
‐
窪
を
参
照
。
第
二
章
の
註
五
二
も
参
照
。

写
ミ
．
．
で
ロ
甲
印

ロ
①
ョ
○
の
》
《
《
弓
ゴ
①
の
ご
曽
伝
旨
ｍ
甸
四
の
①
の
具
甸
呉
ゴ
の
『
ゴ
○
○
ｇ
》
》
ロ
ロ
ム
午
三
．

辱
員
・
》
ロ
ロ
雪
ｌ
缶
．
ま
た
、
○
閏
一
ｚ
・
ロ
の
哩
国
｝
』
一
○
曼
冨
ミ
ミ
ミ
菖
負
苫
只
罫
、
西
国
ミ
曾
雪
』
》
蔦
戴
ｓ
ご
曽
葛
き
ゐ
記
ミ
ミ
ミ
ミ
色
ご
罫
、

、
馬
罵
ミ
皀
虫
ご
く
○
異
卵
○
嵐
○
ａ
ロ
ヨ
蔚
厨
ご
牢
①
朗
ゞ
こ
ぎ
）
も
参
照
。

ロ
の
目
○
の
》
負
目
ゴ
の
○
画
巴
拓
ヨ
頤
司
四
の
限
三
句
画
昏
①
『
ず
○
○
９
－
》
で
ｐ
ｇ
Ｉ
Ｓ
．

三
胃
ｍ
閏
里
三
胃
豐
》
貴
普
言
ご
自
三
ｇ
閏
己
冨
關
目
言
の
口
○
目
①
豊
Ｑ
ご
》
屍
二
‐
こ
ぷ
・
》
ゞ
ヨ
ミ
豊
曼
忌
魑
ご
》
、
ご
ミ
ニ
Ｓ
員
》
弓
』
屋
山
弓
．

こ
の
論
文
の
初
出
は
、
』
ミ
、
ミ
ミ
函
④
ミ
ミ
暑
さ
Ｇ
Ｅ
昂
ご
髭
）
ゞ
ｇ
」
忠
‐
霊
で
あ
る
。
本
稿
で
の
引
用
ペ
ー
ジ
数
は
前
者
に
よ
る
。

S． Sコ
ミミ

ロ己

匡屋

畠
》
『
昼
・
雪
口
呂
骨
画

き
ミ
．
ゞ
ロ
ロ
ロ

写
ミ
・
》
ロ
』
崖

｛
》
吋
旦
・
〕
ロ
』
」
い

き
ミ
．
》
ロ
ロ
匡

局
守
耳
ａ
・
》
ロ
』
画
画

き
ミ
．
》
ロ
ロ
尾

詞
９
日
］
ｇ
ｏ
ゞ
』

畠
守
『
昼
．
》
ロ
ロ
］
《

』
』

』
」

］
］

］
↑

の
ｌ
』
国
司
。

』
ご
穂
ミ
ミ
苫

つ
ｌ
］
」
『
》
ロ

画
ｌ
］
昌
四

ｌ
』
、

』
《
国
冨
琴
ｏ
ｏ
Ｒ
ｐ
因
の
函

」
四
国
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尋
武
・
》
弓
．
詮
‐
謡
．

守
武
。
》
弓
．
舌
ｌ
窪

尋
ミ
・
》
ロ
ロ
諺
ｌ
色

ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド

老
カ
ン
ド
・
シ
フ
ト
』
第
ニ
ハ
章
。

（
津
田
塾
大
学
ア
メ
リ
カ
社
会
史
）
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