
二
○
○
五
年
十
一
月
十
二
日
（
土
）
、
大
阪
・
摂
南
大
学
に
て
秋
季
大

会
が
行
わ
れ
た
。
今
回
よ
り
、
こ
の
秋
の
大
会
は
一
日
の
み
の
開
催
で
、

個
人
発
表
と
会
員
か
ら
の
企
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
る
と
い
う
初
め

て
の
試
み
で
あ
っ
た
。
私
は
「
や
も
め
（
寡
婦
）
の
処
遇
」
と
題
し
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
、
小
田
亮
氏
（
成
城
大
学
・
文
化
人
類
学
）
、
阿
久

津
昌
三
氏
（
信
州
大
学
・
文
化
人
類
学
）
、
馬
場
淳
氏
（
東
京
都
立
大
学

大
学
院
・
社
会
人
類
学
）
、
服
藤
早
苗
氏
（
埼
玉
学
園
大
学
・
古
代
・
中

世
史
）
の
四
氏
に
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
を
お
願
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
、
地

域
か
ら
の
「
や
も
め
／
寡
婦
」
に
か
ん
す
る
ご
発
表
を
い
た
だ
い
た
。
本

稿
で
は
、
当
日
来
ら
れ
な
か
っ
た
方
へ
の
ご
報
告
と
し
て
、
各
発
表
者
の

発
表
内
容
の
掲
載
を
行
い
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
、
ご
意
見
な
ど
か

ら
今
後
の
課
題
を
述
べ
た
い
。

や
も
め
（
寡
婦
）
の
処
遇

’
’
○
○
五
年
秋
季
大
会
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

１
は
じ
め
に

椎
野
若
菜
（
青
山
学
院
大
学
）

趣
旨
説
明
皿
人
類
学
に
お
け
る
寡
婦
の
研
究
と
比
較
研
究
の
試
み
へ

小
田
亮
（
成
城
大
学
）

西
ケ
ニ
ア
、
ク
リ
ア
社
会
の
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
と
寡
婦
た
ち
の
戦
術

阿
久
津
昌
三
（
信
州
大
学
）

ア
フ
リ
カ
の
王
権
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
寡
婦
儀
礼
ｌ
人
間
不
平
等
起
源

論
序
説

馬
場
淳
（
東
京
都
立
大
学
大
学
院
）

「
振
る
舞
い
」
を
め
ぐ
る
政
治
学
ｌ
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ク
ル

テ
ィ
社
会
に
お
け
る
婚
姻
と
寡
婦

服
藤
早
苗
（
埼
玉
学
園
大
学
）

日
本
に
お
け
る
後
家
の
成
立
過
程
と
役
割

２
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
構
成

椎
野
若
菜
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社
会
‐
文
化
人
類
学
に
お
け
る
「
寡
婦
」
研
究

配
偶
者
を
亡
く
し
た
人
ｌ
と
く
に
夫
を
亡
く
し
た
女
性
に
つ
い
て
は
、

文
学
や
映
画
に
お
い
て
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
き
た
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、

夫
を
亡
く
し
た
女
性
を
示
す
言
葉
に
つ
い
て
は
「
未
亡
人
」
と
い
う
語
が

用
い
ら
れ
て
き
た
観
が
あ
る
。
し
か
し
文
字
通
り
、
夫
の
死
後
「
未
だ
亡

く
な
ら
な
い
人
」
と
い
う
差
別
的
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、

一
般
に
お
い
て
も
最
近
は
使
用
し
な
い
傾
向
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ

に
代
わ
る
語
と
し
て
、
福
祉
関
連
の
方
面
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
寡

議
論

＊
発
表
者
の
所
属
は
発
表
当
時
の
も
の
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
会
報
で
も
お
伝
え
し
た
が
、
以

下
、
簡
略
に
趣
旨
説
明
か
ら
発
表
要
旨
を
順
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
。
な
お
、
発
表
要
旨
は
当
日
配
布
し
た
、
発
表
者
に
よ
る
も
の
に
私
が

若
干
の
加
筆
・
訂
正
を
ほ
ど
こ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

趣
旨
説
明

人
類
学
に
お
け
る
寡
婦
の
研
究
と
比
較
研
究
の
試
み
へ

椎
野
若
菜

（
青
山
学
院
大
学
）

３
各
発
表
者
の
発
表
要
旨

婦
」
が
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
一
部
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
る
と

差
別
語
に
相
当
す
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
「
寡
」
は
も
と
も
と

喪
に
服
す
女
性
が
家
屋
の
な
か
で
儀
礼
を
表
す
象
形
文
字
で
あ
り
、
「
独

り
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
人
類
学
に
お
い
て
三
号
葛
の

語
の
定
訳
と
し
て
「
寡
婦
」
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
夫
を

亡
く
し
た
女
性
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
記
紀
の
時
代
か
ら
あ
ら
わ
れ
る

「
寡
婦
」
と
い
う
語
か
、
あ
る
い
は
古
代
の
後
期
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
「
や

も
め
」
の
語
を
用
い
た
い
。

文
学
や
映
画
に
お
い
て
寡
婦
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
き
た
こ
と
と
は
対

照
的
に
、
学
問
の
世
界
で
は
寡
婦
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
は
少
な

い
。
私
の
専
門
で
あ
る
人
間
の
社
会
、
文
化
に
つ
い
て
研
究
す
る
社
会
‐

文
化
人
類
学
に
お
い
て
も
、
寡
婦
と
い
う
存
在
が
民
族
誌
で
真
正
面
か
ら

描
か
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
具
体
的
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る

の
は
、
古
典
で
は
南
ス
ー
ダ
ン
の
ヌ
エ
ル
社
会
を
調
査
し
た
エ
ヴ
ァ
ン

ズ
Ⅱ
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
一
九
三
○
年
代
～
五
○
年
代

の
報
告
を
は
じ
め
、
諸
報
告
を
も
と
に
寡
婦
に
関
す
る
用
語
に
一
定
の
整

理
を
し
た
の
が
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
類
学
者
、
ラ
ド
ク
リ
フ
Ⅱ
ブ
ラ
ウ
ン
で

あ
る
（
罰
且
呈
靜
‐
国
８
乏
己
ご
巴
）
。
彼
は
現
代
の
人
類
学
の
、
方
法
論

の
さ
ま
ざ
ま
な
基
礎
を
築
い
た
近
代
人
類
学
の
代
表
格
だ
が
、
当
時
の
学

風
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
単
系
出
自
の
思
考
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
や
彼
に
追
随
す
る
人
類
学
者
に
よ
る
寡
婦
の
言

及
の
仕
方
に
も
同
様
の
特
徴
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
Ⅱ
プ

リ
チ
ャ
ー
ド
以
来
、
具
体
的
に
寡
婦
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
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ん
ど
見
当
た
ら
な
い
が
、
一
九
六
○
年
代
か
ら
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
る

寡
婦
に
注
目
し
た
研
究
が
徐
々
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は

寡
婦
の
生
活
を
活
き
活
き
と
描
く
も
の
も
あ
っ
た
が
、
概
し
て
形
式
的
な

記
述
や
寡
婦
の
み
に
注
目
し
て
い
た
り
、
理
論
的
な
も
の
が
少
な
か
っ
た

と
い
え
る
。

ケ
ニ
ア
・
ル
オ
社
会
の
場
合

私
の
調
査
す
る
東
ア
フ
リ
カ
、
ケ
ニ
ア
の
ル
オ
社
会
で
は
、
夫
と
妻
の

結
婚
年
齢
の
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
女
性
は
寡
婦
に
な
る
確
率

が
高
い
。
ま
た
一
夫
多
妻
社
会
で
あ
る
た
め
、
一
人
の
既
婚
男
性
が
死
ぬ

と
同
時
に
複
数
の
寡
婦
が
う
ま
れ
る
。
寡
婦
と
な
っ
た
彼
女
た
ち
は
、
亡

夫
の
類
別
的
兄
弟
を
代
理
夫
と
す
る
、
伝
統
的
に
「
テ
ー
ル
」
と
よ
ば
れ

る
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
的
な
関
係
を
結
び
生
活
を
営
ん
で
い
く
。
現
在
観
察
す

る
か
ぎ
り
、
そ
の
生
活
は
結
婚
が
受
動
的
で
あ
る
の
に
比
べ
、
寡
婦
の
意

思
で
自
分
に
見
合
っ
た
代
理
夫
を
選
び
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
寡
婦
た

ち
は
、
理
念
上
で
は
「
父
系
の
系
統
の
維
持
」
の
た
め
の
伝
統
的
な
慣
習

を
、
自
ら
の
生
活
に
あ
わ
せ
て
利
用
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

比
較
研
究
の
試
み
へ

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
や
も
め
（
寡
婦
）
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
対
象

社
会
に
お
け
る
女
性
の
社
会
的
地
位
、
そ
の
変
化
、
女
性
の
生
き
方
の
新

た
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
を
地
域
、
時
代
を
超
え
て
学
際
的
な

比
較
の
試
み
を
行
な
う
こ
と
で
当
該
社
会
の
特
徴
を
引
き
出
す
こ
と
を
目

的
と
し
た
い
。
「
結
婚
し
た
カ
ッ
プ
ル
」
か
ら
外
れ
た
寡
婦
の
生
活
実
践

を
通
時
的
（
歴
史
的
）
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
で
、
当
該
社
会
の
結
婚
制

度
を
ふ
く
む
社
会
制
度
や
社
会
組
織
の
特
性
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
関
係
性
を
描
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

初
め
て
の
試
み
と
し
て
、
今
回
は
東
ア
フ
リ
カ
、
西
ア
フ
リ
カ
、
ニ
ュ

ー
ギ
ニ
ア
、
日
本
（
中
世
）
を
研
究
対
象
と
す
る
方
々
に
ご
発
表
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
機
会
に
歴
史
、
民
俗
学
、
法
制
史
な
ど
多
岐

の
分
野
を
ご
専
門
と
す
る
会
員
の
方
々
に
も
「
や
も
め
」
と
い
う
切
り
口

で
社
会
を
み
る
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
き
、
共
同
研
究
の
今
後
の

展
開
に
期
待
し
た
い
。

西
ケ
ニ
ア
の
ク
リ
ア
社
会
で
は
、
寡
婦
を
亡
夫
の
兄
弟
な
い
し
類
別
的

兄
弟
が
引
き
取
る
「
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
」
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
レ
ヴ
ィ
レ

ー
ト
と
は
、
寡
婦
相
続
と
は
異
な
り
「
再
婚
」
で
は
な
く
、
寡
婦
は
亡
夫

の
配
偶
者
で
あ
り
つ
づ
け
、
寡
婦
を
引
き
取
る
兄
弟
は
あ
く
ま
で
「
代
理

夫
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
と
い
う
制
度
で
は
寡
婦
の
再
婚

は
あ
り
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
○
年
代
初
頭
の

Ｍ
・
Ｃ
・
キ
ル
ウ
ェ
ン
の
調
査
員
胃
急
ｇ
届
ろ
）
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ア

西
ケ
ニ
ア
、
ク
リ
ア
社
会
の
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
と

寡
婦
た
ち
の
戦
術

小
田
亮

（
成
城
大
学
）
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の
三
○
人
の
寡
婦
の
う
ち
三
人
が
実
際
に
「
再
婚
」
し
て
お
り
、
三
○
一

人
を
対
象
に
し
た
質
問
票
調
査
で
は
、
「
寡
婦
は
再
婚
で
き
る
か
」
と
い

う
質
問
に
対
し
て
は
、
「
で
き
る
」
と
答
え
た
人
が
一
六
％
、
「
場
合
に
よ

る
」
が
一
七
％
だ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
三
割
以
上
の
ク
リ
ア
人
が
伝

統
的
な
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
の
慣
行
に
反
し
て
、
寡
婦
は
再
婚
で
き
る
と
答
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
二
○
○
一
年
に
行
な
っ
た
私
の
調
査

（
小
田
二
○
○
五
）
で
は
、
一
三
二
人
の
寡
婦
の
う
ち
、
実
際
に
再
婚
し

て
い
る
寡
婦
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
寡
婦
が
再
婚
で
き
る
と
い

う
人
も
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

キ
ル
ウ
ェ
ン
の
調
査
が
正
し
け
れ
ば
（
私
の
調
査
で
も
、
実
際
に
再
婚

し
た
例
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
○
年
前
後
に
は
再
婚
の
可
能
性
が
認
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
）
、
一
九
七
○
年
代
初
頭
の
ク
リ
ア
社

会
で
は
、
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
と
い
う
制
度
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
、
寡
婦
は

亡
夫
の
妻
で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
観
念
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
た
が
、

二
○
○
○
年
代
初
頭
で
は
再
び
そ
の
観
念
が
よ
み
が
え
っ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
復
活
は
、
ク
リ
ア
社
会
が
伝
統
的
な
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
の
慣

行
に
戻
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
現
在
、
寡
婦
た
ち

が
行
な
う
選
択
で
最
も
多
い
の
は
、
キ
ル
ウ
ェ
ン
の
調
査
で
は
な
か
っ
た

「
代
理
夫
を
選
ば
な
い
（
拒
否
す
る
）
」
と
い
う
選
択
肢
、
す
な
わ
ち
レ
ヴ

ィ
レ
ー
ト
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
選
択
肢
な
の
で
あ
る
。

ク
リ
ア
社
会
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
自
体
を
行
な
わ
な
く
な
っ
た

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寡
婦
は
亡
夫
の
妻
で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
規
範

が
な
ぜ
よ
み
が
え
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
寡
婦
た
ち
に
よ
る
代
理
夫
の
拒

否
が
ど
の
よ
う
に
可
能
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
近
年
の
ク
リ

ア
の
社
会
変
化
と
結
び
つ
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
年
の
寡
婦
た
ち
の
多
く
は
、
「
代
理
夫
は
寡
婦
を
性
的
に
搾
取
し
て

暴
力
を
振
る
う
だ
け
だ
」
と
代
理
夫
を
非
難
し
、
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
と
い
う

制
度
を
拒
否
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
労
働
力
に
よ
る
援
助
の
必

要
性
か
ら
現
金
の
必
要
性
の
変
化
と
い
う
資
本
主
義
化
に
と
も
な
っ
て
、

寡
婦
と
子
供
た
ち
へ
の
労
働
に
よ
る
支
援
・
庇
護
と
い
う
代
理
夫
の
機
能

が
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ほ
と
ん
ど
の
寡
婦
た
ち
は
、
寡
婦
が
「
再
婚
」
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
す
。

で
は
、
寡
婦
た
ち
は
ど
う
し
て
代
理
夫
の
拒
否
と
い
う
こ
と
を
人
び
と
に

受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
原
因
は
、
近
代
化
と
資
本
主
義
化
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
「
馬
雪

Ⅱ
リ
ネ
ー
ジ
原
理
」
の
地
盤
沈
下
と
、
消
費
と
生
産
の
単
位
と
し
て
の
二

重
化
さ
れ
た
イ
エ
含
ミ
是
登
毫
謹
ミ
ミ
）
原
理
の
浮
上
、
と
い
う
現
象

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ク
リ
ア
語
で
ミ
ミ
亀
と
は
一
人
の
男
性
の
家
父
長
を
中
心
と
し
た
複

婚
的
な
拡
大
家
族
で
あ
り
、
ま
た
｝
ミ
謹
蒼
言
は
女
性
と
そ
の
子
ど
も
た

ち
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
小
屋
を
意
味
す
る
。
罵
言
は
依
然
と
し
て
土
地

の
保
有
単
位
や
儀
礼
の
単
位
と
し
て
は
重
要
だ
が
、
市
場
経
済
の
浸
透
に

と
も
な
い
、
親
族
関
係
の
基
礎
で
あ
る
馬
言
の
な
か
の
絆
が
切
断
さ
れ
、

そ
の
相
互
扶
助
の
機
能
は
縮
小
し
て
い
っ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
は
社

会
構
造
の
側
面
に
お
い
て
、
家
父
長
の
死
に
際
し
て
、
こ
の
馬
雪
Ⅱ
リ
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ネ
ー
ジ
原
理
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま

で
家
父
長
を
通
じ
て
罵
言
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
た
複
婚
的
拡
大
家

族
と
し
て
の
ミ
ミ
亀
が
、
家
父
長
の
死
に
よ
っ
て
個
々
の
「
女
の
イ
エ

Ⅱ
耳
ミ
ヘ
ヘ
ミ
ミ
」
に
な
り
、
そ
の
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
「
女
の
イ
エ
」
を
ふ

た
た
び
馬
雪
の
な
か
に
組
み
込
む
方
策
が
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
代
化
と
資
本
主
義
化
に
よ
る
影
響
で
単
婚
化
が
す
す
み
、

女
性
や
子
供
た
ち
だ
け
で
の
現
金
収
入
に
よ
っ
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う

に
な
っ
た
（
イ
エ
の
一
ミ
ミ
冨
言
化
）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
れ
た
Ｒ
言
Ⅱ

リ
ネ
ー
ジ
原
理
と
『
ミ
ミ
ミ
ミ
化
し
た
イ
エ
原
理
の
対
立
・
矛
盾
に
対
す

る
寡
婦
た
ち
の
戦
術
は
、
そ
の
ま
ま
「
女
の
イ
エ
」
と
し
て
の
一
ミ
ミ
葛
‐

言
の
独
立
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
イ
エ
の
ベ
ミ
ミ
亀
ご
ミ
ミ
弓
言

の
二
重
性
を
利
用
し
て
、
「
夫
の
イ
エ
」
と
い
う
原
理
を
前
面
に
出
す
こ

と
で
あ
っ
た
。
馬
雪
Ⅱ
リ
ネ
ー
ジ
原
理
に
親
和
的
で
あ
る
は
ず
の

謹
言
》
亀
Ⅱ
イ
エ
原
理
を
対
抗
的
に
流
用
す
る
こ
と
で
、
亡
夫
の
子
ど
も
た

ち
を
慣
れ
親
し
ん
だ
烏
雪
の
土
地
で
育
て
つ
つ
、
女
性
同
士
の
コ
ン
フ

リ
ク
ト
を
避
け
、
馬
言
Ⅱ
リ
ネ
ー
ジ
原
理
を
活
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
ク
リ
ア
の
寡
婦
た
ち
の
多
く
は
、
資
本
主
義
化
が
可
能
に
し
た

経
済
的
自
立
の
可
能
性
や
実
家
の
父
親
や
兄
弟
と
の
絆
に
よ
る
援
助
も
利

用
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
活
の
単
位
を
個
人
化
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ

化
す
る
の
で
は
な
く
、
ク
リ
ア
の
イ
エ
原
理
の
ミ
ミ
亀
原
理
と
一
ミ
ミ
富
‐

言
原
理
の
二
重
性
を
た
く
み
に
利
用
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
主
張
を

一
ミ
ミ
苫
言
Ⅱ
イ
エ
原
理
で
は
な
く
ミ
ミ
亀
Ⅱ
イ
エ
原
理
の
形
で
提
示
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孤
立
化
を
招
く
個
人
化
ミ
ミ
ミ
苫
言
化
へ
の
流
れ

西
ア
フ
リ
カ
、
ガ
ー
ナ
共
和
国
に
は
有
名
な
ア
サ
ン
テ
王
国
が
あ
る
。

本
発
表
で
は
、
そ
の
王
国
に
お
け
る
王
の
寡
婦
に
つ
い
て
、
王
権
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
。

オ
ポ
ク
・
ワ
レ
ニ
世
（
○
９
百
雪
閏
の
自
在
位
一
九
七
○
’
一
九
九

九
年
）
の
崩
御
か
ら
オ
セ
イ
・
ツ
ッ
ニ
世
（
房
囚
弓
匡
自
国
在
位
一
九
九

九
年
ｌ
）
の
即
位
ま
で
の
儀
礼
的
な
枠
組
に
つ
い
て
は
「
ア
サ
ン
テ
に
お

け
る
葬
儀
の
政
治
学
ｌ
死
と
再
生
の
民
族
誌
を
め
ざ
し
て
」
（
阿
久
津

二
○
○
三
）
に
お
い
て
詳
細
に
分
析
を
行
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
即
位
式

の
一
局
面
の
な
か
で
、
王
と
「
王
の
母
」
と
い
う
擬
制
的
な
親
子
関
係
の

「
謎
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ひ
と
つ
の
仮
説
を
提
示
す
る
と
い

う
表
現
に
と
ど
ま
っ
た
。
二
○
○
四
年
の
調
査
で
、
王
の
葬
儀
が
終
わ
っ

た
一
年
後
に
寡
婦
儀
礼
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
を
聴
か
さ
れ
、
事
実
関
係
に

つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
、
一
夫
一
婦
制
を
遵
守
し

て
い
る
王
に
、
ま
た
、
三
年
前
に
妻
に
先
立
た
れ
た
王
に
な
ぜ
寡
婦
が
い

る
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
王
の
葬
儀
後
に

を
止
め
つ
つ
、
他
の
女
性
た
ち
と
の
絆
を
中
心
と
す
る
多
様
な
人
と
人
と

の
絆
の
形
成
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
の
王
権
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
寡
婦
儀
礼

ｌ
人
間
不
平
等
起
源
論
序
説
ｌ

阿
久
津
昌
三

（
信
州
大
学
）
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執
行
さ
れ
た
寡
婦
儀
礼
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
寡
婦
と

は
「
黄
金
の
椅
子
」
（
玉
座
）
と
結
び
つ
い
た
妻
た
ち
で
あ
り
、
「
神
の
妻

た
ち
」
と
よ
べ
る
よ
う
な
妻
た
ち
で
あ
る
と
い
う
新
た
な
事
実
が
わ
か
っ

た
。
「
黄
金
の
椅
子
」
を
媒
介
と
し
て
王
と
「
王
の
母
」
と
の
関
係
に
は

擬
制
的
な
母
子
関
係
が
成
り
立
つ
と
同
時
に
、
新
し
く
選
ば
れ
た
王
と
は

「
黄
金
の
椅
子
」
と
の
関
係
で
父
子
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
王
権
の
継
受
は
「
王
の
母
」
と
「
黄
金
の
椅
子
」
と
の
間
の
結
婚
関

係
ｌ
「
亡
霊
婚
」
（
吾
。
留
日
閏
忌
需
）
と
よ
べ
る
の
か
？
ｌ
に
お
い

て
実
践
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
「
王
の
葬
儀
と
寡

婦
儀
礼
ｌ
オ
ポ
ク
・
ワ
レ
ニ
世
の
事
例
か
ら
」
と
題
し
て
日
本
ア
フ
リ

カ
学
会
で
研
究
発
表
を
行
っ
た
（
阿
久
津
二
○
○
五
）
。

本
研
究
発
表
で
は
、
西
ア
フ
リ
カ
、
ガ
ー
ナ
共
和
国
の
ア
サ
ン
テ
王
国

の
事
例
を
も
と
に
、
寡
婦
の
処
遇
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
次
の
よ
う

な
論
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

①
「
髪
」
の
神
秘
性
と
「
黒
」
の
象
徴
論
的
意
味
。

髪
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
子
孫
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
寡
婦
は
葬

儀
に
お
い
て
、
そ
の
髪
を
剃
り
落
と
す
。
ま
た
黒
色
（
ま
た
は
赤
褐
色
）

の
喪
服
儀
礼
用
の
衣
装
を
ま
と
い
、
顔
に
黒
い
墨
を
塗
る
。
さ
ら
に
あ
る

一
定
期
間
、
寡
婦
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
黒
い
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
を
っ

一
定
期
間
、
一

け
た
り
す
る
。

②
王
権
と
寡
婦
と
の
関
係
。

王
権
と
結
び
つ
い
た
神
の
妻
た
ち
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
た
、
ト
ロ
コ

シ
と
よ
ば
れ
る
男
の
祭
司
に
従
属
す
る
少
女
奴
隷
た
ち
（
神
奴
Ⅱ
神
稗
）

の
慣
行
に
つ
い
て
論
じ
る
。
西
ア
フ
リ
カ
に
は
王
権
や
首
長
制
に
結
び
つ

い
た
、
実
際
の
妻
た
ち
と
は
こ
と
な
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
妻
、
と
い
う

観
念
が
存
在
す
る
。

③
寡
婦
の
儀
礼
（
三
の
の
）
と
権
利
言
瞥
こ
。

祭
祀
と
結
び
つ
い
た
妻
た
ち
、
に
つ
い
て
の
寡
婦
儀
礼
は
西
ア
フ
リ
カ

の
コ
ー
ト
ジ
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
、
ガ
ー
ナ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
な
ど
に
お
い
て
執

行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
寡
婦
儀
礼
に
つ
い
て
最
近
で
は
、
た
と
え
ば
剃
髪
な
ど
を

す
る
こ
と
で
「
寡
婦
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
に
た
い
し
差
別
的

だ
と
す
る
声
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
女
子
割
礼
、
一
夫
多
妻
制
、

寡
婦
相
続
な
ど
と
同
様
に
、
女
性
の
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
批
判

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
は
エ
イ
ズ
と
寡
婦
の
問
題
、
そ

れ
に
よ
る
差
別
の
問
題
な
ど
、
現
代
的
文
脈
で
寡
婦
に
つ
い
て
注
目
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
発
表
は
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ク
ル
テ
ィ
社
会
に
お
け
る
寡
婦

念
亀
琴
葛
国
壁
）
の
行
為
主
体
性
（
品
の
ご
Ｑ
）
を
、
「
振
る
舞
い

言
ミ
ミ
言
）
」
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
概
念
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
す
る
試

「
振
る
舞
い
」
を
め
ぐ
る
政
治
学

ｌ
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ク
ル
テ
ィ
社
会
の
婚
姻
と
寡
婦

馬
場
淳

（
東
京
都
立
大
学
大
学
院
）
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み
で
あ
る
。

「
振
る
舞
い
」
と
は
あ
る
特
定
の
個
人
も
し
く
は
集
団
と
の
間
に
発
生

し
た
規
範
的
な
行
為
を
意
味
し
、
礼
儀
作
法
と
い
っ
た
道
徳
的
・
倫
理
的

含
意
を
も
つ
。
あ
る
べ
き
「
振
る
舞
い
」
の
型
は
親
族
関
係
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
、
社
会
的
地
位
に
よ
っ
て
規
整
さ
れ
て
い
る
。
個
別
具
体
的
な
状
況
に

お
け
る
期
待
さ
れ
た
役
割
と
行
動
様
式
を
き
っ
ち
り
遂
行
す
る
こ
と
は

「
よ
き
振
る
舞
い
言
ミ
ミ
言
言
こ
§
）
」
で
あ
り
、
地
域
社
会
の
日
常
を

構
築
す
る
互
酬
的
交
換
の
基
礎
で
も
あ
る
。
ま
た
「
振
る
舞
い
」
は
地
域

社
会
に
お
け
る
個
の
あ
り
方
谷
①
『
の
○
号
○
○
ｅ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
存
在
論
的
な
問
題
（
「
私
と
は
何
か
」
「
あ
な
た
は
ど

ん
な
人
な
の
か
」
）
は
、
「
人
格
谷
①
『
の
○
国
巴
ご
と
の
枠
組
み
か
ら
捉
え

る
近
代
社
会
の
前
提
と
は
異
な
り
、
彼
／
彼
女
の
社
会
的
属
性
と
関
係
性
、

お
よ
び
具
体
的
な
「
振
る
舞
い
」
を
通
じ
て
思
考
さ
れ
、
捕
捉
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

女
性
の
「
振
る
舞
い
」
の
よ
さ
や
適
切
さ
は
、
婚
資
の
支
払
い

（
信
号
）
を
め
ぐ
る
重
要
な
判
断
基
準
で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
九
八
○
年

代
半
ば
以
降
、
社
会
経
済
変
化
の
な
か
で
婚
資
額
が
高
騰
し
、
そ
れ
と
比

例
す
る
か
の
よ
う
に
、
夫
方
の
親
族
に
よ
る
「
振
る
舞
い
」
の
査
定
は
よ

り
慎
重
に
な
っ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
ン
ガ
ッ

プ
が
先
送
り
さ
れ
、
事
実
婚
の
ま
ま
夫
が
死
ん
で
い
く
と
い
う
事
態
を
招

い
て
い
る
。
も
っ
と
も
ン
ガ
ッ
プ
は
集
団
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
た
と

え
夫
が
亡
く
な
っ
て
も
、
ン
ガ
ッ
プ
を
行
う
こ
と
は
可
能
だ
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
心
が
介
在
し
て
い
る

の
だ
け
れ
ど
も
、
本
発
表
で
は
寡
婦
の
「
振
る
舞
い
」
と
主
体
性
に
注
目

し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
夫
と
そ
の
親
族
に
対
す
る
「
振
る
舞
い
」
は
夫

の
死
か
ら
喪
明
け
の
儀
礼
念
ｇ
§
）
ま
で
の
期
間
（
一
○
○
○
旦
で

一
応
の
終
着
を
み
る
が
、
婚
資
が
未
払
い
の
場
合
、
ン
ガ
ッ
プ
を
行
う
こ

と
が
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
寡
婦
の
適
切
か
つ
よ
い
「
振
る
舞
い
」
へ

の
返
礼
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
寡
婦
の
「
よ
き
振
る
舞

い
」
は
、
夫
方
親
族
に
よ
る
「
よ
き
振
る
舞
い
」
（
Ⅱ
ン
ガ
ッ
プ
）
を
呼

び
込
む
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
社
会
で
は
い
わ
ゆ
る
「
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
」
が
行
わ
れ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
方
で
ン
ガ
ッ
プ
を
終
え
た
寡
婦
は
服
喪
期
間
を

待
た
ず
に
再
婚
し
た
り
、
喪
の
規
範
に
従
わ
ず
に
自
由
に
行
動
し
た
り
す

る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
本
発
表
で
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
ン
ガ
ッ

プ
の
有
無
に
応
じ
て
、
寡
婦
の
身
の
処
し
方
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

寡
婦
の
服
喪
は
、
決
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
く
、
経
済
的
な
利
害
関
心

や
存
在
論
的
な
問
題
と
絡
ん
だ
政
治
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
広
辞
苑
」
で
は
、
「
後
家
」
は
「
夫
に
死
別
し
て
、
そ
の
家
を
守
っ
て

い
る
寡
婦
。
や
も
め
。
未
亡
人
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、

「
後
家
」
は
夫
を
亡
く
し
再
婚
し
て
い
な
い
妻
の
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、

日
本
に
お
け
る
後
家
の
成
立
過
程
と
役
割服

藤
早
苗

（
埼
玉
学
園
大
学
）
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古
代
で
は
、
「
主
人
が
死
去
し
、
遣
さ
れ
た
家
族
」
の
意
で
あ
り
、
遺
さ

れ
た
妻
は
入
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
、
ま
た
、
中
国
に
は
な
い

日
本
で
作
ら
れ
た
熟
語
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
久
留
島
一
九
八

九
）
。
で
は
、
何
時
か
ら
、
ど
の
様
な
要
因
で
、
妻
も
入
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
主
と
し
て
妻
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
か
。
依
頼
か
ら
一
ヶ
月
た
ら

ず
の
拙
報
告
で
は
、
ま
ず
は
、
日
本
古
代
中
世
史
か
ら
の
「
後
家
」
に
対

す
る
研
究
史
を
紹
介
し
た
上
で
、
「
後
家
」
の
成
立
過
程
と
役
割
を
史
料

に
即
し
て
略
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

日
本
古
来
の
独
身
男
女
は
、
「
や
も
」
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
に
男
女

の
接
尾
語
が
付
い
て
「
や
も
を
」
「
や
も
め
」
と
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、

配
偶
者
を
亡
く
し
た
男
女
で
は
な
く
、
独
身
の
あ
る
程
度
の
歳
の
男
女
の

意
と
考
え
ら
れ
る
。
「
寡
婦
」
「
寡
妻
妾
」
は
、
八
世
紀
に
導
入
さ
れ
た
律

令
用
語
で
あ
る
。
い
つ
ぽ
う
、
「
後
家
」
も
法
的
用
語
で
、
八
世
紀
の
官

符
に
初
め
て
出
て
く
る
、
「
主
の
居
な
い
遺
さ
れ
た
子
孫
」
で
男
性
を
指

す
。
九
世
紀
に
一
例
あ
る
が
、
こ
れ
も
遺
さ
れ
た
家
族
の
意
で
あ
る
。
遺

さ
れ
た
妻
を
指
す
事
が
明
確
な
史
料
は
十
世
紀
中
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

以
降
、
妻
の
意
は
多
く
な
る
。

で
は
、
遺
さ
れ
た
妻
で
あ
る
後
家
の
役
割
は
何
か
。
史
料
的
に
は
、
遺

さ
れ
た
財
産
の
管
理
権
、
時
に
は
職
務
の
代
行
に
ま
で
及
ぶ
権
限
（
服
藤

一
九
九
二
を
保
持
し
て
い
る
後
家
が
十
一
世
紀
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
、
亡
夫
の
菩
提
を
弔
う
追
善
供
養
を
取
り
仕
切
る
後
家
の
姿
も

く
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
。

「
夫
を
亡
く
し
た
妻
」
の
意
を
主
と
し
て
表
す
よ
う
に
な
る
「
後
家
」

冒
頭
の
趣
旨
に
お
い
て
私
は
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
正
面
か
ら
は
さ
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
や
も
め
（
寡
婦
）
と

い
う
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
対
象
社
会
に
お
け
る

女
性
の
社
会
的
地
位
、
そ
の
変
化
、
女
性
の
生
き
方
の
新
た
な
側
面
を
明

ら
か
に
し
た
い
、
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
地
域
、
時
代
を
超
え
て
学
際
的
な

比
較
の
試
み
を
行
な
う
こ
と
で
、
「
夫
を
亡
く
し
た
妻
」
と
い
う
社
会
的

地
位
の
あ
り
方
、
当
該
社
会
の
特
徴
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
た
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
は
、
私
自
身
の
専
門
で
あ
る
社
会
‐
文
化
人
類

学
の
分
野
か
ら
の
発
表
者
が
多
く
な
っ
た
が
、
同
じ
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら

の
報
告
に
お
い
て
も
、
当
該
社
会
に
お
い
て
「
寡
婦
」
が
ど
の
よ
う
な
問

題
系
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が

現
れ
た
か
と
思
う
。
ま
た
オ
セ
ア
ニ
ア
の
事
例
か
ら
は
、
父
系
で
リ
ネ
ー

ジ
原
理
の
強
調
さ
れ
が
ち
な
ア
フ
リ
カ
社
会
と
対
照
的
で
、
父
系
原
理
の

の
成
立
は
、
夫
妻
で
構
成
さ
れ
る
家
の
成
立
と
浸
透
を
想
定
で
き
、
家
成

立
過
程
の
研
究
、
婚
姻
形
態
変
遷
の
研
究
等
と
即
応
し
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
妻
を
亡
く
し
た
夫
を
「
後
家
」
と
は
呼
ば
な
い
事

か
ら
し
て
、
成
立
し
た
家
は
け
っ
し
て
夫
婦
平
等
で
は
な
く
、
男
性
優
位

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
し
て
の
家
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

４
こ
れ
か
ら
の
課
題
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存
続
の
た
め
の
制
度
と
み
な
さ
れ
る
「
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
」
は
行
わ
れ
ず
、

そ
の
代
わ
り
に
寡
婦
の
振
る
舞
い
や
、
貨
幣
に
よ
る
婚
資
の
支
払
い
と
が

絡
ん
で
寡
婦
の
処
遇
が
左
右
さ
れ
る
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
発
表
か

ら
察
す
る
に
、
こ
れ
は
近
代
化
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
な
ど
の
事
象
が
反
映

し
近
年
に
な
っ
て
顕
在
化
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
人
類
学
か
ら

の
発
表
は
ど
れ
も
「
昔
か
ら
綿
々
と
続
け
ら
れ
て
い
る
」
慣
習
に
縛
ら
れ

た
寡
婦
の
お
話
で
は
な
く
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
な
か
で
寡
婦
自
身

が
切
り
開
い
て
い
る
寡
婦
自
身
の
戦
術
や
、
現
代
的
な
文
脈
で
の
内
外
か

ら
の
「
寡
婦
」
の
位
置
づ
け
や
寡
婦
の
処
遇
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

日
本
の
古
代
末
期
・
中
世
初
期
の
歴
史
が
ご
専
門
の
服
藤
氏
が
、
「
夫

を
亡
く
し
た
女
性
」
を
意
味
す
る
日
本
語
、
と
く
に
「
後
家
」
と
い
う
語

が
ど
の
よ
う
な
背
景
で
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
き
た
の
か
を
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
用
い
て
明
示
し
て
く
だ
さ
っ

た
こ
と
は
意
義
深
い
。
比
較
的
新
し
い
と
考
え
ら
れ
る
「
未
亡
人
」
の
語

に
つ
い
て
も
今
後
、
同
様
の
研
究
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
他

の
社
会
一
文
化
を
研
究
対
象
と
し
、
そ
れ
を
日
本
語
で
記
述
す
る
日
本
人

研
究
者
が
抱
え
る
翻
訳
の
問
題
と
も
大
き
く
絡
ん
で
く
る
。
小
田
氏
が
発

表
の
冒
頭
で
、
ケ
ニ
ア
の
ク
リ
ア
社
会
に
は
日
本
語
で
い
う
「
寡
婦
」
は

い
な
い
、
と
言
わ
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
翻
訳
と
記
述
と
、
テ
ク
ニ
カ
ル
タ

ー
ム
の
問
題
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ケ
ニ
ア
・
ル
オ
社
会
に
お
い
て
、
夫

を
亡
く
し
た
妻
は
「
墓
の
妻
」
と
よ
ば
れ
る
。
配
偶
者
の
死
に
よ
っ
て
結

婚
関
係
は
解
消
さ
れ
な
い
と
考
え
る
社
会
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
死

者
の
妻
が
夫
の
死
後
も
代
理
夫
と
と
も
に
す
ご
す
「
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
」
と

い
う
制
度
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ロ
ア
か
ら
は
、
夫
と
死
別
し
た
女
性
が
再
婚
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

そ
の
ま
ま
一
人
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
地
位
、
経
済
的
な
保
障
は

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
も
み
る
べ
き
だ
、
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
女
性
一
人
で
亡
夫
か
ら
の
財
を
管
理
す
る
代
わ
り
に
経
済
的
保
障

が
得
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
一
人
で
い
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
、
と
い

う
場
合
が
よ
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
日
本
の
寡
婦
に
つ
い
て
も
、

古
代
、
中
世
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
戦
後
の
「
軍
人
の
寡
婦
」
「
戦
争
未

亡
人
」
か
ら
現
在
に
い
た
る
寡
婦
の
処
遇
に
つ
い
て
の
系
統
だ
っ
た
研
究

の
必
要
性
と
可
能
性
が
提
示
さ
れ
た
と
思
う
。

今
後
は
、
夫
を
亡
く
し
た
妻
だ
け
で
な
く
妻
を
亡
く
し
た
夫
、
「
や
も

を
」
に
つ
い
て
も
同
時
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
印
欧
語
族
の
言
葉
に

は
、
た
と
え
ば
英
語
の
「
三
号
君
閏
」
、
日
本
語
の
「
や
も
を
」
に
相
当

す
る
妻
と
死
別
し
た
男
性
に
つ
い
て
の
語
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
、
や
も
め
と
や
も
を
の
位
置
づ
け
の
差
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う

指
摘
も
フ
ロ
ア
か
ら
な
さ
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
を
お
願
い
す
る
あ
た
り
、
ま
ず
「
夫
を
亡
く
し
た
妻
」

に
注
目
し
て
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
方
を
み
つ
け
る
の
が
難
し
く
、
会
員

の
い
ろ
い
ろ
な
方
々
に
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
り
、
関
連
す
る
文
献
を
ご
教

示
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
今
回
の

５
お
わ
り
に
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
経
験
を
も
と
に
、
今
後
も
「
や
も
め
／
寡
婦
」
と
い

う
切
り
口
に
よ
っ
て
、
分
野
を
越
え
て
さ
ら
に
研
究
の
幅
を
広
げ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
指
摘
も
あ
っ
た
よ
う
に
、

「
寡
婦
」
と
い
う
共
通
の
対
象
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら

「
や
も
め
／
寡
婦
」
を
み
て
い
く
の
か
、
と
い
う
議
論
も
さ
ら
に
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
個
人
と
し
て
は
、
ま
ず
は
社
会
組
織
、
結
婚

の
シ
ス
テ
ム
（
婚
資
、
持
参
金
の
意
味
を
含
む
）
、
相
続
と
い
っ
た
こ
と

に
共
通
し
て
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
よ
り
詳
細
に

つ
め
て
い
く
た
め
に
も
、
「
や
も
め
／
寡
婦
」
に
関
心
を
よ
せ
る
研
究
者

が
多
方
面
か
ら
学
際
的
に
議
論
を
積
む
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
寡
婦
研
究

の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
今
回
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
十
分
に
手
ご
た
え
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。

さ
い
ご
に
な
っ
た
が
、
当
日
、
六
時
過
ぎ
ま
で
長
時
間
お
付
き
合
い
く

だ
さ
っ
た
参
加
者
の
み
な
さ
ま
に
も
感
謝
し
た
い
。
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頁
、
二
○
○
三
（
ａ
）

ｌ
ヨ
寡
婦
相
続
』
再
考
１
１
寡
婦
を
め
ぐ
る
諸
制
度
の

人
類
学
的
用
語
」
『
社
会
人
類
学
年
報
」
二
九
、
一
○

七
’
一
三
四
頁
。
二
○
○
三
年
（
ｂ
）
。

Ｉ
「
ケ
ニ
ア
・
ル
オ
社
会
に
お
け
る
寡
婦
の
生
活
選
択

ｌ
村
落
で
生
き
る
．
町
で
生
き
る
」
『
ア
フ
リ
カ
レ

ポ
ー
ト
」
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
三
八
、
三
五
’
四
一

ポ
ー
ト
』
ア
ジ
ア
や

過
程
と
国
民
形
成
に
関
す
る
地
域
民
族
誌
的
研
究
』

平
成
十
二
年
度
ｌ
平
成
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金
［
基
盤
研
究
（
Ａ
）
（
１
）
、
課
題
番
号
一
二
三
七

一
○
○
五
］
研
究
成
果
報
告
書
、
一
○
九
’
一
二
九

一
○
○
五
］
研
究
一

頁
、
二
○
○
五
年
。

年脈
Oー

頁
、
二
○
○
四
年
。

（
青
山
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
・
社
会
人
類
学
）
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