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一
　
近
代
家
族
論
の
適
用
と 

社
会
主
義
的
近
代
化
の
経
路

　
中
国
近
現
代
の
女
性
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ

る
社
会
学
的
研
究
や
家
族
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
を
概
観
し
て
み
て
感

じ
ら
れ
る
の
は
、
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
男
女
平
等
を
め
ざ

す
経
路
が
、
西
洋
諸
国
や
資
本
主
義
社
会
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
新
中
国
の
建
国
以
降
、
男
女
を
問
わ
ず
社
会

の
構
成
員
の
労
働
力
化
が
進
み
、
女
性
の
社
会
進
出
を
後
押
し
す
る

政
策
が
と
ら
れ
た
。
家
事
や
育
児
な
ど
の
再
生
産
領
域
も
、
全
体
で

は
な
い
に
せ
よ
社
会
化
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
女
性
が
生
産
労
働
に
携

わ
る
一
定
の
条
件
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
い
っ
ぽ
う

で
、
八
〇
年
代
以
降
進
展
し
て
き
た
改
革
開
放
政
策
に
よ
り
、
経
済

の
市
場
化
が
す
す
み
、
資
本
主
義
と
接
続
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

「
婦
女
回
家
」（
女
性
は
家
へ
戻
れ
）
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

﹇
瀬
地
山
編 2017

な
ど
﹈。
そ
し
て
実
際
に
、
国
有
企
業
の
再
編
な

ど
で
レ
イ
オ
フ
さ
れ
た
労
働
者
に
は
女
性
が
多
く
、
ま
た
そ
の
後
四

十
年
間
の
構
造
調
整
の
な
か
で
、
女
性
の
就
業
率
の
低
下
、
女
性
労

働
の
非
正
規
化
、
農
業
の
女
性
化
、
男
女
の
賃
金
格
差
の
拡
大
や
女

性
労
働
の
周
辺
化
な
ど
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
﹇
金

2016

﹈。

社
会
主
義
的
近
代
化
の
経
路
と 

公
私
領
域
に
か
ん
す
る
問
題
構
成 
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労
働
市
場
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
低
下
は
、
一
定
の
自
発
的
専

業
主
婦
層
を
生
み
出
し
て
い
〉
1
〈

る
。
中
国
社
会
に
お
け
る
専
業
主
婦
の

位
置
づ
け
は
、
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
は
、「
家
庭
婦

女
」
と
呼
ば
れ
、
社
会
の
役
に
立
た
な
い
「
寄
生
虫
」
と
誹
謗
さ
れ

て
い
た
と
い
う
が
、
近
年
で
は
「
全
職
媽
媽
」（
フ
ル
タ
イ
ム
の
母

親
）
や
「
全
職
太
太
」（
フ
ル
タ
イ
ム
の
奥
様
）
と
い
う
呼
称
も
あ

ら
わ
れ
、
一
種
の
階
層
的
な
ス
テ
イ
タ
ス
を
示
す
場
合
も
あ
る
と
い

う
﹇
宮
坂 2007; 

鄭 2012
﹈。
経
済
が
資
本
主
義
と
接
続
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
位
置
づ
け
に
は
揺
ら
ぎ
も
生
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
家
族
社
会
学
者
で
あ
る
落
合
恵
美
子
や
宮
坂
靖
子
ら
の
研
究
グ

ル
ー
プ
は
、
こ
う
し
た
比
較
的
高
学
歴
の
自
発
的
専
業
主
婦
層
の
出

現
を
、「
近
代
家
族
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
と
ら
え

よ
う
と
し
て
い
る
﹇
宮
坂 2007: 116

﹈。

　「
近
代
家
族
」
は
比
較
的
射
程
の
広
い
概
念
で
あ
り
、
近
代
化
に

と
も
な
う
人
口
変
動
、
と
く
に
医
療
や
衛
生
状
態
の
改
善
な
ど
か

ら
、
多
産
少
死
型
の
社
会
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
急
速
な
人
口
増

加
が
生
じ
る
時
期
を
こ
え
て
、
そ
の
後
、
少
産
少
死
型
と
な
り
、
人

口
置
換
水
準
で
一
定
の
安
定
を
み
る
時
期
を
と
ら
え
て
い
る
﹇
落

合
・
山
根
・
宮
坂 2007

﹈。
落
合
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
「
近
代

家
族
」
の
特
徴
を
、「
家
内
領
域
と
公
共
領
域
の
分
離
／
家
族
成
員

相
互
の
強
い
情
緒
的
関
係
／
子
ど
も
中
心
主
義
／
男
は
公
共
領
域
、

女
は
家
内
領
域
と
い
う
性
別
分
業
／
家
族
の
集
団
性
の
強
化
／
社
交

の
衰
退
／
非
親
族
の
排
除
／
核
家
族
」﹇
落
合 2004

﹈
と
い
う
点
に

整
理
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
近
代
の
中
国
の
家
族
像
や
女

性
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
み
る
と
、
と
く
に
「
男
は
公
共
領
域
、
女
は

家
内
領
域
と
い
う
性
別
分
業
」
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
新
中
国

成
立
以
降
八
〇
年
代
ま
で
の
時
期
に
は
、
性
別
分
業
が
な
く
な
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
女
性
の
労
働
力
化
が
推
進
さ
れ
る
な
か

で
、「
男
並
み
の
平
等
」
が
め
ざ
さ
れ
、
女
性
の
国
家
と
社
会
に
た

い
す
る
貢
献
も
求
め
ら
れ
た
。
八
〇
年
代
以
降
、
改
革
開
放
政
策
が

浸
透
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
の
就
業

と
い
う
点
で
は
逆
行
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
近
代
家
族
」

論
の
分
析
枠
組
み
は
、
近
代
化
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
の
家
族
の
変
容
を

と
ら
え
る
視
点
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
中
国
社
会
に
見
ら
れ
る
一
部

の
「
女
性
の
主
婦
化
」
と
い
う
現
象
を
、
他
の
社
会
と
の
比
較
の
な

か
で
分
析
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
の
中
国
社
会

の
家
族
の
状
況
や
女
性
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
考
え
た
と
き
、
中
国
社

会
の
異
質
さ
を
も
た
ら
す
の
は
、
男
女
平
等
を
め
ざ
す
経
路
の
違
い

で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
早
く
に
指
摘
し
た
の
は
、
東
ア
ジ
ア
の
日

本
、
韓
国
、
台
湾
、
北
朝
鮮
、
中
国
と
い
う
体
制
の
異
な
る
社
会
の

家
父
長
制
の
比
較
研
究
を
行
っ
た
瀬
地
山
角
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

近
代
に
な
っ
て
始
ま
る
産
業
化
の
流
れ
が
、
資
本
主
義
社
会
と
社
会

主
義
社
会
と
で
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　
　
産
業
化
は
職
住
分
離
と
い
う
「
特
殊
な
」
職
場
環
境
を
一
般
化

さ
せ
、
子
供
の
面
倒
を
み
な
が
ら
働
く
と
い
っ
た
こ
と
を
著
し
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く
困
難
に
す
る
。
そ
の
矛
盾
の
表
れ
が
原
生
的
労
働
関
係
で
あ

り
、
新
た
な
労
働
力
再
生
産
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
と
さ
れ
、

資
本
主
義
社
会
の
見
い
だ
し
た
解
決
策
が
、
再
生
産
労
働
の
専

従
者
た
る
主
婦
を
誕
生
さ
せ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
で

は
社
会
主
義
は
こ
れ
に
対
し
て
、
い
っ
た
い
ど
う
い
っ
た
対
応

を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
主
義
は
、
そ
の
公
式
の
理
論
と
は

異
な
り
、
決
し
て
資
本
主
義
の
後
に
く
る
社
会
で
は
な
い
。
少

な
く
と
も
現
実
の
社
会
主
義
社
会
は
す
べ
て
資
本
主
義
の
代
わ

り
に
産
業
化
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
一
つ
の
制
度
で
あ

る
。
つ
ま
り
産
業
化
（
な
い
し
産
業
主
義industrialism

）
の

下
位
類
型
と
し
て
資
本
主
義
と
社
会
主
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。﹇
瀬
地
山 1996: 77 ‒78

﹈

　
近
代
初
期
に
工
場
労
働
な
ど
の
雇
用
と
い
う
か
た
ち
で
の
労
働
が

増
加
し
、
家
や
家
族
が
生
産
単
位
で
な
く
な
り
、
職
住
分
離
が
一
般

化
す
る
。
そ
こ
で
生
じ
る
の
が
、
公
私
の
分
離
で
あ
る
。
先
に
見
た

よ
う
に
、「
家
内
領
域
と
公
共
領
域
の
分
離
」
は
「
近
代
家
族
」
の

特
徴
と
し
て
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
資
本
主
義
社
会
で
、
再
生
産

労
働
の
無
償
の
担
い
手
と
し
て
「
主
婦
」
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
れ

が
、
資
本
主
義
と
そ
れ
ら
の
国
家
に
お
け
る
家
父
長
制
の
妥
協
点
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
社
会
主
義
社
会
で
は
、
公
共
の
食
堂
や

託
児
所
な
ど
の
よ
う
に
再
生
産
労
働
の
社
会
化
も
進
め
ら
れ
た
。
し

か
し
、
す
べ
て
の
再
生
産
労
働
が
公
的
に
ま
か
な
わ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
女
性
の
二
重
負
担
な
ど
も
問
題
と
さ
れ
て
い
〉
2
〈

る
。
さ
ら
に
そ

の
う
え
で
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
公
私
の
分
離
、
家
内

領
域
と
公
共
領
域
の
分
離
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
比
重
が
大
き
く
異

な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
七
〇
年
代
ま
で
の
計
画
経
済
期
の
中
国
社

会
で
は
、
公
私
の
領
域
に
お
い
て
、「
公
私
鑲
嵌
」（
公
私
は
繋
が

り
、
重
な
り
あ
っ
て
い
る
）、「
私
嵌
入
公
」（
私
領
域
は
あ
く
ま
で

公
領
域
の
一
部
で
あ
る
）
な
ど
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
た
と
さ

れ
、
圧
倒
的
に
公
的
領
域
の
重
要
性
が
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
〉
3
〈

る
。

こ
う
し
た
特
徴
は
、
現
在
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
や
自
己
認
識
、
評
価
に
ま
つ
わ
る
価
値
秩
序
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
前
述
の
問
題
意
識
か
ら
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進

期
か
ら
改
革
開
放
政
策
を
と
る
転
形
期
へ
の
変
化
に
つ
い
て
着
目

し
、
中
国
の
公
私
領
域
に
か
か
わ
る
議
論
、
公
共
性
の
問
題
や
私
的

領
域
と
し
て
の
親
密
性
に
か
か
わ
る
議
論
、
ま
た
社
会
参
加
へ
の
意

識
を
水
路
づ
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
意
識
に
か
ん
す
る
研
究
を

中
心
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
史
的
な
検
討
を
行
い
た

い
。
公
私
領
域
の
区
分
や
そ
こ
で
の
価
値
秩
序
の
問
題
は
、
現
代
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
家
族
を
考
え
て
み
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
た
め
で
も
あ
る
。
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二
　
社
会
主
義
体
制
下
で
の
女
性
解
放
と 

中
国
社
会
へ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
イ
ン
パ
ク
ト

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
新
中
国
成
立
後
五
〇
年
代

か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
と
そ
れ
以
降
と
の
変
化
に
注
目
す

る
。
先
の
瀬
地
山
の
議
論
で
は
、
産
業
化
の
下
位
類
型
と
し
て
資
本

主
義
と
社
会
主
義
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
も
う

少
し
幅
広
く
近
代
化
の
も
う
一
つ
の
経
路
と
し
て
、
社
会
主
義
的
近

代
化
と
い
う
経
路
を
設
定
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
使
用
す
る
「
近

代
」「
近
代
化
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
お
く
。
中
国

で
は
、
一
般
的
な
理
解
で
は
、
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
一

九
一
九
年
の
五
四
運
動
の
時
期
ま
で
を
「
近
代
」
と
し
、
そ
れ
以
降

を
「
現
代
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
通
常
、
社
会
学
が
対
象
と
す
る

「
近
代
」
を
、
農
村
や
共
同
体
に
埋
め
込
ま
れ
た
個
人
が
析
出
さ
れ

て
く
る
時
代
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
移
行

と
し
て
考
え
る
と
、
中
国
の
近
代
化
の
時
期
区
分
を
、
前
近
代
か
ら

近
代
初
期
、
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進

期
、
改
革
開
放
以
降
の
転
形
期
と
し
て
区
分
し
て
お
き
た
い
。
ロ
シ

ア
や
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の
ポ
ス
ト
社
会
主
義
国
は
、

社
会
主
義
以
降
の
時
代
を
「
移
行
期
」
と
し
て
い
る
。
中
国
は
全
面

的
な
移
行
で
は
な
い
も
の
の
、
政
治
的
に
は
社
会
主
義
、
経
済
的
に

は
市
場
化
と
い
う
体
制
の
な
か
で
、
家
族
だ
け
で
な
く
社
会
の
幅
広

い
側
面
に
市
場
化
や
管
理
体
制
の
変
化
の
影
響
は
出
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
八
〇
年
代
ま
で
の
中
国
の
女
性
の
状
況
は
、
政
策
に
よ
る
変
動
や

地
域
に
よ
る
偏
差
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
八
割
を
こ
え
る

女
性
就
業
率
や
男
性
の
家
事
参
与
の
比
率
が
女
性
の
五
割
か
ら
八
割

に
上
る
な
ど
﹇
瀬
地
山 1996: 315

﹈、
女
性
の
社
会
参
加
や
家
庭
内

で
の
平
等
化
が
比
較
的
進
行
し
て
い
た
と
い
え
る
。
多
く
の
研
究
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
状
況
は
上
か
ら
の
男
女
平
等
の
推
進

と
も
い
え
、
ま
た
男
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、
こ
の
時
代
の
議
論
と
政
策
は
、
マ
ル
ク

ス
主
義
婦
人
解
放
論
の
枠
組
み
に
あ
る
も
の
で
、「
女
性
が
革
命
・

国
家
に
献
身
し
た
こ
と
を
強
調
し
、
革
命
に
よ
っ
て
女
性
が
従
属
状

態
か
ら
「
解
放
」さ
れ
、「
家
」か
ら
社
会
に
出
て
経
済
的
自
立
を
勝
ち

取
っ
て
い
く
過
程
を
論
じ
る
も
の
」﹇
須
藤 2018: 361

﹈
で
あ
っ
た
。

　
九
〇
年
代
に
入
る
と
傾
向
は
反
転
し
て
い
く
。
こ
の
時
期
の
中
国

社
会
に
た
い
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
イ
ン
パ
ク

ト
を
証
言
す
る
研
究
も
多
い
﹇
呉 2011

な
ど
﹈。
中
国
の
最
初
期
の

女
性
学
の
担
い
手
で
あ
っ
た
李
小
江
の
日
本
へ
の
紹
介
者
で
も
あ
る

秋
山
洋
子
は
、
中
国
の
女
性
学
が
西
洋
と
接
触
し
始
め
、
制
度
的
な

研
究
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
設
立
さ
れ
、
ま
た
市
場
経
済
の
も
と
で
女
性

性
や
女
性
意
識
へ
の
注
目
が
さ
れ
始
め
る
よ
う
に
な
る
一
九
九
〇
年

代
を
「
女
性
ブ
ー
ム
」
の
時
代
と
呼
ん
で
い
る
﹇
秋
山 2018: 427

﹈。

李
小
江
ら
最
初
期
の
女
性
学
者
た
ち
は
、
文
革
時
代
に
育
ち
、「
男
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並
み
」
で
あ
る
こ
と
を
内
面
化
し
て
、
自
分
の
女
性
性
を
抑
圧
し
て

き
た
経
験
を
語
り
だ
す
よ
う
に
な
る
﹇
李 2000

﹈。
こ
う
し
た
動
向

を
象
徴
す
る
の
が
、
一
九
九
五
年
に
北
京
で
開
催
さ
れ
た
国
連
世
界

女
性
会
議
で
あ
ろ
う
。
中
国
社
会
の
既
存
の
女
性
団
体
で
あ
る
婦
女

連
（
中
華
全
国
婦
女
連
合
会
お
よ
び
地
方
婦
女
連
合
会
）
を
中
心
と

し
た
開
催
体
制
に
は
問
題
も
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
成
果

と
し
て
、
西
洋
世
界
の
女
性
運
動
と
は
切
り
離
さ
れ
た
か
た
ち
で
存

在
し
て
き
た
中
国
社
会
に
、
性
別
に
よ
る
権
力
関
係
を
、
階
級
に
よ

る
権
力
関
係
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
一
種
の
自
律
的

領
域
と
し
て
論
じ
る
よ
う
な
土
壌
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
日
本
の
家
族
社
会
学
者
で
あ
る
落
合
恵
美
子
は
、
中
国
の
女
性

解
放
は
、
上
か
ら
の
運
動
と
し
て
制
度
化
さ
れ
、「
欧
米
圏
お
よ
び

日
本
で
は
一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
「
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
」
で
性
差
の
根
源
的
問
い
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
中
国
は
そ
れ

を
経
験
し
て
い
な
い
」﹇
落
合 2012: 1 8

﹈
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

現
在
、
こ
う
し
た
点
が
正
面
か
ら
対
象
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
中
国
の
近
代
化
プ
ロ
セ
ス
は
、
社
会
主
義
的
近
代
化
の
経
路
を
た

ど
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
資
本
主
義
社
会
の
近
代
化
と
は
同
一
線

上
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
構
造
の
成
り
立
ち
や
社
会
思
想
の
位
置

づ
け
も
異
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
前
述
の
よ
う
に
別
経
路
の
近
代
化
を

と
り
つ
つ
も
、
転
形
期
以
降
に
は
、
西
洋
社
会
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
な
ど
と
も
リ
ン
ク
し
始
め
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
二

点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
以
下
で
は
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域
の
分
離

と
関
係
性
に
か
か
わ
る
議
論
を
み
て
い
き
た
い
。
大
躍
進
や
文
化
大

革
命
の
時
期
な
ど
を
含
め
た
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
は
、
政
治

的
騒
乱
期
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
近
代
化
の
一
時
期
と
し
て
の
社
会

学
的
な
分
析
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
社
会
主
義

的
近
代
化
の
経
路
形
成
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
社
会
主

義
的
近
代
化
推
進
期
か
ら
転
形
期
へ
の
転
換
を
中
心
に
み
て
い
く
こ

と
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
公
的
領
域
／
私
的
領
域

の
用
語
は
、
家
族
社
会
学
な
ど
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
公
共
領
域

／
家
内
領
域
の
対
比
、
政
治
学
や
社
会
学
で
も
使
用
さ
れ
る
公
共
性

／
親
密
性
と
い
っ
た
用
語
と
、
言
葉
の
使
用
の
経
緯
も
内
包
や
外
延

も
同
一
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
重
な
り
あ
う
部
分
を
も

つ
。
こ
こ
で
は
厳
密
な
定
義
に
よ
る
区
分
を
し
て
お
く
よ
り
も
、
こ

う
し
た
概
念
に
か
か
わ
る
議
論
が
ど
の
よ
う
な
問
題
構
成
を
も
つ
の

か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
公
的
領
域
／
私
的
領
域
の
対
比
と
関
係
性

に
つ
い
て
、
関
連
す
る
分
野
の
議
論
を
参
照
す
る
。
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三
　
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
か
ら
転
形
期
に
か

け
て
の
公
的
領
域
／
私
的
領
域
に
か
ん
し
て

㈠
　
市
民
社
会
や
住
民
自
治
を
と
お
し
た 

公
共
性
に
か
ん
す
る
議
論

　
公
的
領
域
や
公
共
の
領
域
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
主
題
と
さ
れ
る

の
は
、
中
国
で
は
市
民
社
会
が
可
能
な
の
か
、
あ
る
い
は
成
立
し
て

い
る
の
か
、
ま
た
住
民
自
治
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
成
り

立
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
あ
る
の

は
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
か
ら
転
形
期
へ
と
い
う
時
代
の
変

化
と
し
て
、
単
位
や
組
織
の
統
制
力
の
強
固
で
あ
っ
た
集
団
主
義
の

時
代
か
ら
「
個
人
化
社
会
」
へ
と
い
う
社
会
空
間
に
お
け
る
人
び
と

の
意
識
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
変
化
で
あ
る
。

　
長
期
間
に
わ
た
り
中
国
農
村
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
続
け
て
き
た

閻
雲
祥
に
よ
れ
ば
、
個
人
化
す
る
中
国
社
会
と
い
う
と
き
、
西
洋
的

な
個
人
主
義
と
は
異
な
る
「
個
人
主
義
な
き
個
人
化
」
と
し
て
解
釈

さ
れ
て
い
る
。「
個
人
主
義
と
は
一
種
の
自
己
中
心
主
義
と
理
解
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
表
現
形
態
と
し
て
は
、
身
勝
手
、
皆
に
合
わ
せ
な

い
、
功
利
主
義
、
他
人
の
権
利
と
利
益
を
ま
っ
た
く
考
え
な
い
傾
向

な
ど
が
含
ま
れ
〉
4
〈

る
」﹇
閻 2016 (2009 ): 1 8

﹈
と
い
う
。
ま
た
中
国

に
お
け
る
市
民
社
会
の
可
能
性
を
探
求
し
て
い
る
李
姸
焱
は
、
先
行

研
究
を
利
用
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
中
国
的
個
人
化
の
特
徴
の
一
つ
と

し
て
、「「
個
人
」
と
し
て
の
精
神
世
界
が
形
成
さ
れ
に
く
い
状
況
に

あ
る
」
と
し
、「
改
革
開
放
後
の
制
度
的
変
動
に
よ
っ
て
個
人
化
は

推
進
さ
れ
た
も
の
の
、
解
放
前
に
精
神
世
界
ま
で
も
集
団
化
さ
れ
て

い
た
人
々
は
、
国
営
企
業
の
改
革
を
経
て
も
な
お
そ
の
呪
縛
か
ら
逃

れ
ら
れ
な
い
。「
単
位
人
（
職
場
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
管
理
さ
れ
、

す
べ
て
を
供
給
さ
れ
る
存
在
）」
か
ら
「
社
会
人
（
社
会
的
に
独
立

し
た
人
間
）」
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
「
社
会
人
」

と
し
て
振
る
舞
え
ば
良
い
の
か
分
か
ら
ず
、
精
神
的
に
準
拠
す
べ
き

倫
理
・
道
徳
の
規
範
を
見
い
だ
せ
な
い
」﹇
李 2018: 2 9

﹈
と
い
う
。

　
ま
た
同
様
に
、
政
治
思
想
史
の
領
域
か
ら
中
国
社
会
の
考
察
を
試

み
る
李
暁
東
は
、
公
共
性
や
住
民
自
治
の
問
題
を
考
え
る
さ
い
に
、

一
九
八
〇
年
代
の
「
市
民
の
無
気
力
」
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、「
長
年
に
わ
た
り
形
成
さ
れ
た
行
政
に
対
す
る

依
存
心
に
よ
り
、
人
々
の
自
立
心
が
萎
縮
し
、
ポ
ス
ト
「
単
位
体

制
」
の
現
在
も
従
来
の
「
公コ
ン
チ
ア家

」
に
対
す
る
依
存
意
識
か
ら
完
全
に

抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
一
方
、
単
位
体
制
か
ら
社
区
体

制
に
移
行
す
る
過
程
で
、
従
来
の
単
位
の
中
で
人
々
の
間
に
存
在
し

て
い
た
「
共
有
」「
共
同
」
の
意
識
は
ま
だ
社
区
の
中
に
形
成
さ
れ
て

お
ら
ず
、
人
々
は
孤
立
し
た
ば
ら
ば
ら
な
「
個
」
の
ま
ま
で
い
る
」

﹇
李 2018: 248

﹈
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
李
の
議
論
で
念
頭
に
お
か

れ
て
い
る
の
は
、
上
か
ら
の
「
オ
オ
ヤ
ケ
の
公
」、
国
家
管
理
と
し

て
の
公
と
も
い
え
る
も
の
と
、
下
か
ら
の
「
共
同
、
公
共
の
公
」
と

の
対
置
で
あ
る
。
政
治
学
な
ど
で
は
、
国
家
と
社
会
と
を
対
比
し
、
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国
家
強
制
力
や
権
力
と
社
会
と
の
関
係
を
と
ら
え
る
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ

ズ
ム
な
ど
の
議
論
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、
中
国
は

国
家
の
規
制
や
管
理
の
強
固
な
社
会
で
あ
り
、
市
民
社
会
の
成
立
基

盤
が
脆
弱
で
あ
る
と
い
わ
れ
が
ち
で
あ
る
の
た
い
し
、
こ
れ
ら
の
研

究
で
は
、
そ
う
し
た
強
固
な
国
家
管
理
体
制
の
な
か
で
の
、
住
民
、

市
民
の
側
の
自
律
的
な
取
り
組
み
と
し
て
の
公
共
性
が
焦
点
化
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
の
な
か
で
、
李
暁
東
の
研
究
で
は
、「
社
会
主
義

国
有
体
制
下
の
「
私
人
」
に
対
し
て
、
国
家
、
公
共
機
関
・
団
体
・

企
業
な
ど
の
「
単
位
」
を
指
す
」﹇
李 2018: 250 ‒251

」
と
さ
れ
る

「
公コ
ン

家チ
ア

」
に
た
い
し
て
、
現
在
の
行
政
最
末
端
組
織
で
あ
る
「
社

区
」
の
建
設
活
動
に
注
目
し
て
い
る
。
社
区
を
構
成
す
る
居
民
委
員

会
は
、
最
前
線
で
住
民
と
か
か
わ
る
組
織
で
あ
り
、
本
来
は
住
民
自

治
の
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
単
位
に
代
わ
る
「
政
府

指
導
下
の
自
治
組
織
」
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
現
在
の
幅
広
い
社
区

建
設
活
動
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
社
区
や
そ
の
担
い
手

た
ち
の
実
践
が
あ
る
が
、
社
区
の
中
核
と
な
る
「
居
民
委
員
会
は
、

国
家
と
住
民
と
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
、
ま
た
社
区
の
住
民
の
間

や
、
住
民
と
そ
の
他
の
諸
々
の
ア
ク
タ
ー
の
間
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し

て
、
重
要
な
結
節
点
で
あ
る
」﹇
李 2018: 275

﹈
と
結
論
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
政
治
的
体
制
に
お
い
て
、
中
国
は
国
家
権
力
の
強
固
な
管

理
と
支
配
が
行
き
届
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
し
て
い
る
が
、
転
形

期
に
お
け
る
そ
れ
は
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
と
同
様
の
も
の

で
も
な
い
。
こ
う
し
た
権
力
の
包
摂
の
な
か
で
、
こ
こ
で
は
社
区
建

設
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
の
な
か
に
、
住
民
の
側
か
ら
の
自
発
的
な
公

共
性
胚
胎
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
上
記
の
研
究
と
同
様
、
市
民
に
よ
る
自
発
的
公
共
性
を
検
討
す
る

場
と
し
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
が
、
李
姸
焱
の
研
究
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
の
可
能
性
と
し
て
以
下
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
中
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
共
産
党
に
よ
る
抽
象
的

な
ビ
ジ
ョ
ン
と
方
針
に
賛
同
す
る
立
場
を
取
る
。
そ
れ
が
存
続
の
大

前
提
と
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
方
針
を
追

求
す
る
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
、
自
ら
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
基
づ

き
、
自
ら
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
れ
る
形
で
、
人
々
の
「
納
得
」

を
得
や
す
い
方
法
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
。
弱
者
の
境
遇
を
改
善

し
、
人
々
の
個
別
性
に
応
え
て
い
く
に
は
、
ビ
ジ
ョ
ン
や
方
針
よ
り

も
具
体
的
な
社
会
的
実
践
を
提
案
し
、
定
着
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
党
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
方
針
に
沿
っ
て
、
政
策
目
標
を
実
現

す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を
提
示
す
る
、
と
い
う
戦
略
に
よ
っ

て
、
中
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
共
産
党
と
い
う
絶
対
的
な
権
力
を
相
対
化
し

よ
う
と
し
て
い
る
」﹇
李 2012: 198 ‒199

﹈
と
い
う
。
李
姸
焱
の
研

究
で
は
、
と
く
に
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
対
比
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
中
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
国
家
や
党
の
管
理
の
な
か
に
包

摂
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
「
タ
フ
に
、
賢
く
闘
う
」
と

い
う
側
面
を
も
つ
と
い
う
。
ま
た
「
日
本
よ
り
も
中
国
の
ほ
う
が
、

公
共
（「
天
下
」）」
に
自
ら
の
日
常
を
結
び
つ
け
る
発
想
に
抵
抗
が
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な
い
」﹇
李 2012: 205

﹈
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
強
大
な
権
力
装
置
と
し

て
の
国
家
や
党
に
た
い
し
て
、
そ
の
制
度
的
枠
組
み
に
包
摂
さ
れ
つ

つ
、
実
践
的
に
探
究
さ
れ
る
市
民
的
公
共
性
と
も
い
え
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
組
織
に
た
い
し
て
、
自
治
的
、
自
発

的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
も
い
る
。
さ
ら
に
本
稿
が
主
題
と
す
る
公

私
の
分
離
に
か
か
わ
る
議
論
で
い
え
ば
、
私
的
領
域
に
か
ん
す
る
議

論
は
相
対
的
に
小
さ
い
か
、
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。
私
的
領
域
で
の

関
心
や
意
識
は
、
あ
る
種
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
家
族
や
個
人
的
な
親
し
い
人
間
関
係
に
か
ん
す
る
領
域

は
、
近
年
、
親
密
圏
や
親
密
性
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
公
共
性

と
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
親
密
性
と
は
「
一
般
に
家
族

や
、
友
人
の
輪
と
い
っ
た
、
愛
情
と
親
密
さ
に
基
づ
く
私
的
領
域
と

し
て
定
義
さ
れ
、
情
緒
的
紐
帯
に
結
び
付
け
ら
れ
た
相
互
扶
助
的
か

つ
持
続
的
な
関
係
性
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
」﹇
黄
・
日
下

2014: 3

﹈
と
考
え
ら
れ
る
。
公
共
性
と
い
う
語
も
多
義
的
な
意
味
を

も
つ
が
、
公
共
性
を
、
国
家
装
置
に
由
来
す
る
公
的
な
も
の
と
す
る

に
せ
よ
、
普
遍
的
な
市
民
に
共
有
さ
れ
る
討
議
的
ア
リ
ー
ナ
と
し
て

解
釈
す
る
に
せ
よ
、
親
密
性
の
領
域
は
、
市
民
的
な
公
共
圏
か
ら
と

り
こ
ぼ
さ
れ
た
人
び
と
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
対
抗
的
な
公
共
圏
を

形
成
す
る
基
盤
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
り
、
ま
た
「
公
共
圏
か
ら
の

「
避
難
所
」
的
な
安
全
圏
」﹇
黄
・
日
下 2014: 3

﹈
と
し
て
の
意
味

づ
け
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
と
り
あ
げ
た
転
形
期
中
国
に
お
け
る

市
民
社
会
論
の
分
析
の
な
か
で
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
親
密
性
の

領
域
に
か
ん
す
る
視
点
は
希
薄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
っ
ぽ
う

で
、
公
的
領
域
に
は
、
住
民
に
よ
る
一
定
の
自
発
的
な
実
践
的
活
動

を
胚
胎
す
る
可
能
性
が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。

㈡
　
女
性
労
働
と
再
生
産
領
域
に
か
ん
す
る
議
論

　
し
か
し
な
が
ら
、
親
密
性
の
領
域
は
、
単
純
な
安
全
地
帯
で
は
な

く
、
公
共
的
領
域
や
権
力
と
無
関
係
で
も
な
い
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
問
題
化
し
て
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
私
的
領
域
に

影
響
す
る
権
力
関
係
で
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
社
会
主
義
的
近
代
化

推
進
期
か
ら
転
形
期
に
か
け
て
の
女
性
労
働
と
再
生
産
領
域
に
か
か

わ
る
議
論
を
み
て
い
き
た
い
。

　
女
性
労
働
に
か
ん
す
る
議
論
を
農
村
と
都
市
で
の
工
場
労
働
と
に

分
け
て
考
え
る
と
、
ま
ず
農
村
で
は
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期

に
お
い
て
は
、
家
庭
内
で
の
権
力
構
造
、
家
父
長
に
た
い
し
て
、
農

村
の
若
者
た
ち
は
、
そ
の
時
期
に
進
ん
だ
婚
姻
法
や
家
族
改
革
に

よ
っ
て
、
先
行
世
代
の
権
威
に
抵
抗
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
先
に
も

見
た
閻
雲
祥
の
研
究
で
は
、
農
村
の
若
い
女
性
た
ち
は
、「
家
族
の

な
か
の
階
層
制
度
を
崩
壊
へ
と
導
き
、
世
代
間
の
権
力
関
係
を
変
革

し
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
生
活
に
お
け
る
父
権
制
を
最
大
限
に
弱
め
る
」

﹇
閻 2016 (2009 ): 1 6

﹈
こ
と
に
、
積
極
的
に
貢
献
し
た
と
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
女
性
の
行
動
は
、
国
家
が
規
定

し
た
家
父
長
制
へ
の
闘
争
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
彼
女
た
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ち
が
男
性
中
心
の
文
化
に
挑
戦
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

も
い
う
。
ま
た
九
〇
年
代
以
降
に
進
ん
だ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
み

た
転
形
期
の
農
村
女
性
の
研
究
で
も
、
李
霞
の
研
究
で
は
、
女
性
た

ち
は
婚
家
と
実
家
と
の
あ
い
だ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
た
と

え
ば
、
婚
家
で
義
母
が
握
っ
て
い
る
カ
マ
ド
の
権
利
を
、
実
家
へ
帰

る
と
い
う
抵
抗
を
つ
う
じ
て
、
カ
マ
ド
分
け
を
実
現
し
て
い
く
な

ど
、
新
家
庭
で
の
自
ら
の
居
場
所
を
確
保
し
て
い
く
さ
ま
が
描
か
れ

て
い
る
﹇
李 2010

﹈。
家
庭
内
で
の
親
世
代
の
権
威
に
た
い
し
て
、

若
者
世
代
の
発
言
力
の
大
き
さ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
っ

ぽ
う
で
、
河
北
省
の
農
村
女
性
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
李
銀
河
の

研
究
で
は
、
農
村
女
性
の
兄
弟
と
の
あ
い
だ
の
待
遇
の
不
平
等
や
夫

と
の
性
関
係
や
暴
力
な
ど
に
つ
い
て
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
間
の
権
力
構
造
の
不
均
衡
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
銀

河
の
報
告
で
は
、「
大
事
な
こ
と
は
男
が
決
め
る
。
わ
た
し
が
能
力

な
い
の
で
も
頭
が
悪
い
わ
け
で
も
な
い
。
大
事
な
こ
と
は
わ
た
し
ら

が
言
っ
た
っ
て
誰
も
聞
か
な
い
よ
。
外
の
人
も
男
と
相
談
す
る
。
誰

も
女
性
に
相
談
し
な
い
よ
。（
中
略
）
ど
こ
か
の
家
で
お
母
さ
ん
が

取
り
仕
切
っ
た
ら
、
笑
い
も
の
に
な
る
」﹇
李 2009: 303 ‒304

﹈
と

い
っ
た
語
り
も
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

　
都
市
部
で
は
、
近
代
化
初
期
か
ら
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
に

か
け
て
の
女
性
労
働
は
、
工
場
労
働
が
中
心
と
な
る
。
近
代
中
国
の

繊
維
、
紡
績
産
業
で
の
女
性
労
働
に
つ
い
て
、
リ
ン
ダ
・
グ
ロ
ー
ブ

は
、
近
代
初
期
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
、
転
形
期
に
あ
た
る

三
世
代
に
わ
け
て
概
括
し
て
い
る
。
産
業
化
が
始
ま
っ
た
近
代
初
期

は
、
劣
悪
な
労
働
条
件
の
も
と
で
、
男
性
よ
り
も
低
賃
金
の
労
働
者

と
し
て
、
若
い
農
村
家
庭
の
女
性
た
ち
が
働
き
に
で
る
よ
う
に
な
っ

た
。
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
で
あ
る
第
二
世
代
の
女
性
労
働
者

は
、
国
営
企
業
で
働
く
人
び
と
で
あ
り
、
そ
の
労
働
条
件
は
第
一
世

代
よ
り
は
る
か
に
改
善
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
産
休
や
託
児
所
な
ど

の
保
障
シ
ス
テ
ム
も
作
ら
れ
、
農
村
部
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
数
の
限

ら
れ
た
女
性
の
工
場
労
働
者
は
産
業
労
働
力
の
エ
リ
ー
ト
で
も
あ
っ

た
﹇
グ
ロ
ー
ブ 2009: 148

﹈。
こ
の
時
代
の
女
性
労
働
者
の
聞
き
と

り
調
査
し
た
佟
新
の
研
究
を
援
用
し
つ
つ
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域

の
関
係
に
つ
い
て
、
外
で
働
く
こ
と
は
女
性
の
経
済
的
自
立
に
つ
な

が
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、「
女
性
が
仕
事
を
持
つ
こ
と
は
家
庭
内
で

の
人
間
関
係
を
よ
り
平
等
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
」

﹇
グ
ロ
ー
ブ 2018: 315

﹈
と
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
で
西
洋
の
資
本

主
義
社
会
で
は
経
済
発
展
に
よ
り
中
産
階
級
の
専
業
主
婦
と
い
う
現

象
が
広
く
見
ら
れ
た
が
、
中
国
で
は
社
会
主
義
革
命
に
よ
り
「
女
性

は
賃
金
を
得
る
労
働
者
と
な
る
権
利
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ

の
賃
金
は
夫
の
収
入
同
様
、
家
計
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
男
性
も
女
性
も
、
女
性
が
外
で
働
く
こ
と
を
当
然
視
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。（
中
略
）
人
々
は
「
単
位
」
を
通
じ
て
仕
事
だ
け
で

な
く
、
育
児
支
援
を
含
む
社
会
保
障
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、

仕
事
と
再
生
産
活
動
を
対
立
す
る
も
の
と
す
る
発
想
が
生
じ
に
く

か
っ
た
」﹇
グ
ロ
ー
ブ 2018: 315

﹈
と
し
て
い
る
。
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改
革
開
放
の
転
形
期
の
第
三
世
代
に
な
る
と
、
女
性
労
働
は
第
一

世
代
の
時
代
と
似
て
く
る
。
多
く
の
企
業
は
農
村
出
身
の
若
い
女
性

を
雇
い
、
住
居
や
食
事
は
提
供
さ
れ
る
も
の
の
、
家
族
形
成
に
あ

た
っ
て
の
産
休
や
託
児
所
な
ど
は
配
慮
さ
れ
な
く
な
り
、
定
年
ま
で

の
雇
用
で
も
な
く
な
る
。
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
に
は
「
工

人
」（
労
働
者
）
と
呼
称
さ
れ
、
高
い
社
会
的
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ

て
い
た
も
の
が
、
転
形
期
に
な
る
と
「
打
工
妹
」（
若
い
出
稼
ぎ
女

性
）と
し
て
使
い
捨
て
の
労
働
力
と
な
る﹇
グ
ロ
ー
ブ 2018: 316

﹈。

し
か
し
女
性
の
工
場
労
働
に
よ
る
収
入
は
家
計
に
た
い
し
て
ひ
じ
ょ

う
に
重
要
な
貢
献
を
し
て
い
る
た
め
、
被
雇
用
者
は
家
庭
生
活
を
犠

牲
に
し
て
労
働
す
る
と
い
う
状
況
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
あ
る
程
度
共
通
し
て
い
る
の
は
、
社
会
主
義

的
近
代
化
推
進
期
に
は
、
女
性
の
社
会
で
の
労
働
が
期
待
さ
れ
、
一

定
程
度
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
女
性
の
公
的
領
域
で

の
労
働
が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
内
で
の
家
父
長
制
の

権
限
が
こ
れ
も
全
面
的
に
で
は
な
く
て
も
一
定
程
度
抑
制
さ
れ
る
効

果
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
状

況
を
導
く
ロ
ジ
ッ
ク
は
階
級
闘
争
論
の
も
と
で
の
女
性
運
動
と
し
て

あ
り
、
こ
う
し
た
現
象
そ
の
も
の
が
女
性
の
活
躍
の
場
を
広
げ
る
役

割
を
果
た
し
つ
つ
も
「
男
女
平
等
を
唱
い
な
が
ら
男
性
基
準
へ
女
性

を
同
化
さ
せ
よ
う
と
し
、
女
性
の
生
理
を
無
視
し
て
無
理
を
強
い
る

も
の
で
も
あ
っ
た
」﹇
小
浜 2018: 328

﹈
と
評
さ
れ
て
い
る
。
社
会

主
義
的
近
代
化
と
い
う
経
路
に
お
い
て
も
、
工
業
化
や
産
業
化
に
よ

る
職
住
分
離
は
発
生
し
、
ま
た
農
村
社
会
で
は
農
業
の
集
団
化
が
行

わ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
引
き
起
こ
し
た
の
は
公
的
領
域
と
私
的
領
域

の
分
離
と
い
う
よ
り
も
、
家
内
領
域
や
親
密
性
の
領
域
と
い
っ
た
私

的
領
域
に
公
的
な
権
力
が
介
入
し
う
る
体
制
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
中
国
の
家
族
研
究
者
で
あ
る
呉
小
英
は
、
現
代
の
中
国
に

つ
い
て
も
、「
国
家
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
生
活
に
た
い
し
て
介
入
し

干
渉
す
る
こ
と
に
、
何
の
制
限
も
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
た

と
え
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
市
場
化
が
中
産
階
級
的
な
核
家
族
の
理
念
を

ま
す
ま
す
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
家
族
は
依
然
と
し
て
ほ
ん

と
う
の
意
味
で
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
生
活
の
空
間
と
な
っ
て
は
お
ら

ず
、
公
共
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
単
位
と
し
て
の
役
割
を
抜
け
出
し
て
は

い
な
い
の
で
あ
〉
5
〈

る
」
と
述
べ
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
の
原
型
が
こ
の

時
期
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
躍
進
や
文
化
大
革
命

な
ど
の
期
間
を
含
め
た
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
の
社
会
状
況
や

人
び
と
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
集
団
主
義
の
時
代
と
し
て
、
ま
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
固
な
時
代
と
し
て
処
理
さ
れ
、
中
国
で
も
直
接
的

な
分
析
は
あ
ま
り
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
現
代
社
会
に
ア
ク
セ

ス
す
る
た
め
に
も
よ
り
詳
細
な
解
明
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
中
国
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
の
変
化
や
公
私
領
域
の
問
題

に
関
連
し
て
、
国
家
レ
ベ
ル
と
個
人
レ
ベ
ル
を
つ
な
ぐ
中
間
組
織
と

し
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
は
、
婦
女
連
で
あ
る
。
婦
女

連
は
、
前
項
で
み
た
社
区
や
居
民
委
員
会
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
共

産
党
の
政
策
を
広
く
女
性
た
ち
に
伝
え
、
ま
た
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
人
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び
と
を
動
員
す
る
要
の
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。「
建
前
上
は

「
大
衆
組
織
」
で
あ
っ
て
政
府
機
関
で
は
な
い
が
、
中
国
社
会
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
の
編
成
に
国
家
水
準
／
地
方
水
準
で
強
い
影
響
力

を
も
つ
、
事
実
上
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／
ロ
ー
カ
ル
な
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
」

﹇
大
橋 2018: 340
﹈
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
婦
女
連
の
活
動
に
つ
い
て

の
研
究
の
な
か
で
は
、
政
府
の
政
策
の
伝
達
や
実
現
の
た
め
に
機
能

す
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
農
村
女
性
の
自
立
促
進
の
た
め
の
個
別

の
実
践
を
支
え
、
経
済
の
構
造
調
整
の
な
か
で
女
性
を
家
庭
領
域
に

戻
そ
う
と
す
る
圧
力
に
抵
抗
す
る
組
織
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
﹇
瀬
地
山 2017; 
大
橋 2018; 

堀
口 2020

な
ど
﹈。

さ
ら
に
二
〇
一
五
年
に
採
択
さ
れ
た
反
Ｄ
Ｖ
法
制
定
過
程
の
な
か
で

も
、「
女
性
が
呼
び
か
け
、下
か
ら
上
に
推
し
進
め
」﹇
馮 2016: 4 7

﹈

る
立
法
の
た
め
の
実
質
的
な
行
動
を
と
も
な
う
力
を
発
揮
し
た
の
が

婦
女
連
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
前
項
の

居
民
委
員
会
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
実
践
な
ど
と
同
じ
く
、
政
府
が
関
与
し
な

い
領
域
が
想
定
さ
れ
に
く
い
社
会
空
間
の
な
か
で
、
現
実
的
な
実
践

を
担
う
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
う
し
た
団
体
と

個
々
の
家
族
や
個
人
の
私
的
領
域
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
あ
っ
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
さ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

㈢
　
集
団
主
義
社
会
か
ら
個
人
化
社
会
へ
の
変
容
に
お
け
る

意
識
の
水
路
づ
け
に
か
ん
す
る
議
論

　
前
項
ま
で
の
議
論
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
社
会
主
義
的
近
代

化
推
進
期
か
ら
転
形
期
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
公
的
領
域
と
私
的
領

域
に
か
ん
す
る
変
化
は
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
に
は
国
家
や

政
府
主
導
の
公
的
領
域
に
圧
倒
的
な
優
位
性
が
あ
っ
た
の
に
た
い

し
、
転
形
期
に
お
い
て
は
個
人
化
社
会
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
お

お
ま
か
に
は
個
々
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
領
域
が
広
が
っ
た
よ
う
に
も

見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
個
別
の
個
人
に
と
っ
て
、
公
的
領
域

に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
社
会
意
識
と
、
私
的
領
域
に
お
け
る
個

人
の
欲
望
や
意
思
と
を
結
び
つ
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
経
路
に
つ
い
て

考
察
す
る
研
究
を
み
て
み
た
い
。

　
閻
雲
翔
は
『
中
国
社
会
的
個
体
化
』（
中
国
社
会
の
個
人
化
）
と

い
う
著
書
の
な
か
で
、
八
〇
年
代
の
「
公
共
生
活
に
お
け
る
空
白
」

﹇
閻 2016 (2009 ): 1 5

﹈
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
、
社
会
主

義
的
近
代
化
推
進
期
に
お
い
て
は
、
国
家
は
若
者
た
ち
を
、
共
産
主

義
青
年
団
や
婦
女
連
、
民
兵
な
ど
の
組
織
に
動
員
す
る
こ
と
を
と
お

し
て
、
新
国
家
建
設
の
先
鋒
と
し
て
参
与
さ
せ
る
と
い
う
道
筋
を
つ

け
た
。
そ
れ
は
若
い
世
代
に
父
母
な
ど
の
既
成
の
権
威
と
闘
争
す
る

と
い
う
文
化
を
作
り
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
改
革
開
放
以
降
の
八
〇

年
代
に
は
、
そ
う
し
た
国
家
に
よ
る
社
会
改
良
へ
の
動
員
が
な
く
な

り
、
若
者
た
ち
は
「
方
向
を
見
失
っ
た
感
じ
」
を
も
っ
た
と
分
析
す



187──社会主義的近代化の経路と公私領域にかんする問題構成

る
。
人
び
と
を
そ
の
時
代
の
公
的
領
域
へ
と
結
び
つ
け
て
い
た
シ
ス

テ
ム
が
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
作
動
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

解
釈
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
同
様
に
、
八
〇
年
代
に
お
け
る
若
者
の
価
値
観
の
揺
ら
ぎ
や
葛
藤

を
、
ミ
ル
ズ
の
文
化
装
置
論
の
枠
組
み
を
背
景
に
社
会
意
識
の
水
路

づ
け
の
視
点
か
ら
分
析
し
た
も
の
に
、
王
鳳
の
「
若
者
の
生
活
世
界

か
ら
見
る
上
昇
移
動
へ
の
熱
望
│
│
『
中
国
青
年
』
雑
誌
（
一
九
七

八
〜
一
九
八
四
年
）
の
読
者
投
書
を
手
掛
か
り
に
」
が
あ
る
。『
中

国
青
年
』
は
、
共
産
主
義
青
年
団
中
央
の
機
関
誌
で
あ
り
、
読
者
数

も
多
い
こ
と
か
ら
若
者
向
け
の
総
合
文
化
雑
誌
と
し
て
の
意
味
あ
い

も
も
っ
て
い
た
。
王
の
論
考
で
は
、
改
革
開
放
（
転
形
期
）
初
期
の

一
九
七
八
年
か
ら
八
四
年
の
雑
誌
投
書
欄
か
ら
、
若
者
の
生
活
世
界

の
論
理
が
、
国
家
の
唱
導
す
る
公
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
対
比
さ
れ
な

が
ら
分
析
さ
れ
て
い
る
。
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
か
ら
転
形
期

に
い
た
る
こ
の
時
期
、
社
会
主
義
国
家
と
し
て
の
前
提
と
し
て
社
会

の
階
級
性
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、「
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

よ
る
文
化
装
置
の
公
式
見
解
で
は
、
す
べ
て
の
職
業
は
四
つ
の
現
代

化
に
貢
献
す
る
も
の
で
平
等
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
階
層
構
造
の

存
在
、
社
会
構
造
的
に
不
平
等
が
あ
る
こ
と
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い

た
」﹇
王 2020: 6

﹈
と
い
う
。
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
、
若
者
た
ち
は
、

「
公
的
文
化
装
置
か
ら
は
「
集
団
本
位
」
に
立
脚
し
た
知
識
の
吸
収
」

﹇
王 2020: 7

﹈
に
努
力
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
お
り
、「
努
力
の
動

機
は
国
家
と
い
う
「
公
」
の
た
め
か
、
そ
れ
と
も
個
人
の
生
活
と
い

う
「
私
」
的
な
も
の
の
た
め
か
常
に
選
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、「
私
」

的
動
機
は
批
判
・
規
制
さ
れ
て
い
た
。
若
者
の
上
昇
志
向
に
関
す
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
国
家
目
標
の
実
現
と
い
う
公
的
な
も
の
に
収
斂
さ

れ
よ
う
と
し
た
」﹇
王 2020: 7 ‒8

﹈
と
す
る
。

　
そ
こ
で
具
体
的
な
投
稿
内
容
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
激
化
す
る
大
学
進
学
競
争
へ
の
焦
燥
感
で
あ
り
、
職
業
や
学
歴

に
よ
る
社
会
的
地
位
の
相
違
に
つ
い
て
の
葛
藤
で
あ
り
、
さ
ら
に
恋

愛
や
結
婚
に
さ
い
し
て
、
農
村
と
都
市
と
い
う
出
自
の
相
違
や
、
都

市
で
の
職
種
と
社
会
階
層
に
格
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
周
囲
の
反

対
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
八
〇

年
代
初
期
に
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
代
表
す
る
社
会
空
間
に
お
い
て

は
、
社
会
主
義
国
家
の
公
式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
維
持
さ
れ
、
前
提
と

さ
れ
な
が
ら
も
、
若
者
た
ち
の
現
実
の
生
活
世
界
の
な
か
で
は
、
当

時
の
社
会
環
境
の
な
か
で
設
定
し
う
る
努
力
目
標
は
、
学
業
を
つ
う

じ
て
の
階
層
上
昇
へ
の
志
向
性
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
両
者
が
大
き
な

齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
当
事
者
で
あ
る
若
者
た
ち

に
は
体
感
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
主
義

的
近
代
化
推
進
期
に
お
い
て
は
機
能
し
て
い
た
、
国
家
が
主
導
す
る

社
会
へ
の
動
員
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
形
式
は
残
り
つ
つ
も
「
空

白
」
が
生
ま
れ
、
そ
の
こ
と
が
個
々
の
人
び
と
の
生
活
空
間
に
作
用

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
単
純
な
私
的
領
域
に
お
け
る

自
由
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
状
か
ら
見
て
も
、

中
国
の
国
家
は
、
社
区
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
、
完
全
な
民
間
団
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体
で
は
な
い
、
登
録
が
必
要
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
組
織
に
た
い
す
る
管
理
を
手

放
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
実
践
的

な
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
あ
る
種
の
自
発
的
行
動
の
た
め
の
空
間
が
獲

得
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
黄
勇
軍
、米
莉
ら
に
よ
る
『
喧
囂
的
個
体
与
沈
黙
的
大
衆
』（
騒
々

し
い
個
人
と
沈
黙
の
大
衆
）
は
、
広
場
ダ
ン
ス
を
主
題
と
し
て
現
代

中
国
の
社
会
状
況
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
広
場
ダ
ン
ス
と
は
、

中
国
の
各
地
で
、
公
園
や
空
き
地
に
主
と
し
て
中
高
年
の
女
性
た
ち

が
集
ま
り
、
集
団
で
さ
ま
ざ
ま
ダ
ン
ス
を
行
っ
て
い
る
活
動
を
指
し

て
い
る
。
近
年
、
一
部
の
メ
デ
ィ
ア
報
道
で
は
、
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

流
れ
る
ダ
ン
ス
音
楽
の
騒
音
が
喧
し
く
、
公
共
空
間
を
占
有
す
る
こ

と
か
ら
、
一
種
の
社
会
問
題
と
し
て
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し

政
府
は
、
中
高
年
の
健
康
維
持
や
娯
楽
と
し
て
の
意
味
を
認
め
、
容

認
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
広
場
ダ
ン
ス
の
担
い

手
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
に
集

団
化
活
動
を
経
験
し
た
世
代
の
女
性
た
ち
で
あ
り
、
著
者
で
あ
る
黄

勇
軍
は
、
そ
こ
に
そ
の
時
代
の
集
団
的
大
衆
の
記
憶
の
存
在
を
見
て

い
る
。「
個
人
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
人
び
と
に
と
っ
て
馴
染
み
の

あ
っ
た
旧
時
代
の
集
団
化
活
動
の
急
速
な
消
失
、
古
い
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
、
農
村
、
単
位
、
親
族
な
ど
の
顔
見
知
り
の
社
会
構
造
の
急
速

な
解
体
は
、
集
団
化
や
顔
見
知
り
社
会
に
す
で
に
馴
染
ん
で
い
た
何

世
代
か
の
中
高
年
の
人
び
と
に
共
通
し
て
空
虚
と
孤
独
を
覚
え
さ
せ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
「
広
場
ダ
ン
ス
」

は
、
群
集
性
や
娯
楽
性
、
社
交
性
と
い
っ
た
独
特
の
形
式
を
と
も
な

い
出
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
社
会
と
精
神
の
二
重
の
真
空
地
帯

を
効
果
的
に
補
填
し
た
。
そ
の
た
め
公
共
的
な
も
の
の
供
給
が
極
度

に
緊
迫
し
て
い
た
政
府
に
ひ
と
た
び
認
め
ら
れ
る
と
、
中
高
年
の
人

び
と
、
な
か
で
も
中
高
年
女
性
の
尊
重
と
熱
意
を
急
速
に
得
て
い
っ

た
の
で
あ
る
」﹇
黄
・
米
ほ
か 2015: 7

﹈
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
こ
の
広
場
ダ
ン
ス
の
隆
盛
に
着
目
す
る
視
点
は
、
二
重
の
意
味
で

興
味
深
い
。
一
つ
に
は
、
こ
の
広
場
ダ
ン
ス
の
発
生
そ
の
も
の
が
、

こ
こ
三
十
年
間
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
徐
々
に
自
然
発
生
的
に
広
ま
っ
て

き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期

に
広
場
で
集
ま
り
、
忠
字
舞
な
ど
の
ダ
ン
ス
を
し
た
り
、
活
動
を
し

た
記
憶
の
あ
る
人
び
と
の
存
在
や
、
定
年
年
限
が
早
く
比
較
的
元
気

な
中
高
年
層
が
多
い
こ
と
、
人
び
と
の
流
動
性
が
高
ま
り
、
新
し
い

社
区
や
地
域
で
の
繋
が
り
を
必
要
と
す
る
な
ど
、
理
由
は
多
岐
に
わ

た
る
も
の
の
、
広
場
ダ
ン
ス
の
集
団
化
自
体
に
強
制
性
は
な
く
、
必

然
性
も
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
広
が
り
と
規
模
を
も
つ
も
の
で
あ
る
た

め
、
西
安
市
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
最
近
で
は
市
体
育
協
会
の
下
部

に
管
理
組
織
は
で
き
て
い
る
﹇
趙 2019

﹈。
そ
の
枠
内
で
の
活
動
の

自
由
を
確
保
し
た
活
動
で
あ
り
、
自
主
的
な
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

形
成
の
一
端
と
も
な
っ
て
い
る
。
二
点
目
と
し
て
、
集
団
化
の
記
憶

を
も
つ
中
高
年
層
と
個
人
的
領
域
で
の
権
利
を
主
張
す
る
若
年
層
と

の
対
立
の
場
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
意
識
す
る
し
な

い
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
の
場
で
と
も
に
身
体
を
動
か
す
と
い
う
活
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動
は
、
多
く
の
人
び
と
の
公
益
に
資
す
る
と
考
え
、
楽
し
み
実
践
す

る
中
高
年
層
と
、
公
園
や
広
場
で
の
静
謐
を
求
め
、
そ
れ
を
阻
害
し

な
い
こ
と
が
公
共
性
で
あ
る
と
考
え
る
若
年
層
と
の
あ
い
だ
に
断
絶

が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
世
代
の
あ
い
だ
で
、
公
共
性
の
あ

り
方
に
た
い
す
る
理
解
や
行
動
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
、
集
団
主
義
社
会
か
ら
個
人
化
社
会
へ
の
時
代
変
化
を
映
し
出
し

て
い
る
と
も
い
え
る
。

結
　
語

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
中
国
の
家
族
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
ん
す
る
研
究

を
み
て
い
く
と
き
、
幅
広
く
近
代
化
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
家
族
の
変

容
を
分
析
す
る
「
近
代
家
族
論
」
を
中
国
社
会
に
適
用
し
よ
う
と
す

る
と
、
社
会
主
義
的
近
代
化
と
い
う
も
う
一
つ
の
近
代
化
の
経
路
を

設
定
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
こ
か
ら
中
国
社
会
の
広

い
意
味
で
の
近
代
化
の
時
期
区
分
を
、
近
代
化
初
期
、
社
会
主
義
的

近
代
化
推
進
期
、
転
形
期
に
区
分
す
る
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た
。

中
国
社
会
は
、
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
社
会
主
義
的

近
代
化
推
進
期
に
、
体
制
的
な
枠
組
み
の
も
と
で
の
女
性
解
放
や
女

性
の
社
会
進
出
が
果
た
さ
れ
、
そ
う
し
た
道
筋
を
経
た
社
会
と
し

て
、
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
新
た
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー

論
と
の
出
会
い
と
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
近
代
化
の
進
展
に
と
も
な
い
生
じ
る
公
的
領
域
と
私
的

領
域
の
分
離
と
そ
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
幅
広
い
分
野
で
の
議
論
を

参
照
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
概
念
に
か
か
わ
る
議
論
が
ど
の
よ
う
な
問

題
構
成
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
公
私
の
分
離
や
公

共
性
と
親
密
性
の
問
題
圏
は
非
常
に
幅
広
い
領
域
を
含
む
た
め
、
こ

こ
で
は
全
般
的
な
把
握
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
時
点
で
の
問

題
構
成
の
端
緒
に
つ
い
て
検
討
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
以
下
に
暫
定

的
な
ま
と
め
を
行
い
、
結
論
と
し
て
お
く
。

　
社
会
主
義
的
な
近
代
化
の
経
路
に
お
い
て
も
産
業
化
は
進
展
し
、

職
住
分
離
の
か
た
ち
で
、
公
私
領
域
の
分
離
は
生
じ
て
い
る
。
た
だ

し
そ
こ
で
は
、
公
的
領
域
の
重
要
性
の
ほ
う
が
ひ
じ
ょ
う
に
優
位
で

あ
り
、
家
事
や
育
児
な
ど
の
再
生
産
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す

べ
て
が
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
自
体
も
社
会
化
さ
れ

て
い
く
方
向
性
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
人
び
と
の
生
活
世
界
の
な

か
で
は
、
仕
事
と
再
生
産
領
域
と
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
視
点
自
体

が
も
た
れ
に
く
く
、
社
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
た
い
し
て
自
分
自
身

の
働
き
や
能
力
を
国
家
や
社
会
へ
の
貢
献
へ
と
水
路
づ
け
て
い
く
シ

ス
テ
ム
が
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
経
済
の
改
革
開
放
政
策
が
と
ら
れ
、
政
治

体
制
は
維
持
さ
れ
た
ま
ま
、
資
本
主
義
社
会
と
の
接
続
が
図
ら
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
国
家
が
主
導
す
る
社
会
へ
の

動
員
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
包
括
的
に
は
機
能
せ
ず
、
人
び
と
の

生
活
領
域
に
あ
る
種
の
方
向
喪
失
感
や
空
白
が
生
じ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
社
区
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
お
け
る
多
様
な
実
践
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や
、
有
志
ら
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
と
い
っ
た
、
公
共

的
領
域
に
お
け
る
人
び
と
の
自
発
的
な
取
り
組
み
は
、
こ
う
し
た
管

理
体
制
の
隙
間
や
余
白
の
な
か
で
胎
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
い
っ
ぽ
う
で
、
家
事
や
育
児
、
介
護
な
ど
の
再
生
産
に
か
か
わ
る

領
域
は
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
に
は
、
公
共
領
域
に
比
べ
る

と
そ
の
位
置
づ
け
が
低
く
、
ま
た
最
小
限
度
の
社
会
化
が
行
わ
れ
て

い
た
。
そ
れ
以
前
の
伝
統
社
会
を
構
成
し
て
き
た
家
父
長
制
は
、
社

会
全
体
の
権
力
体
制
と
齟
齬
を
き
た
す
範
囲
で
弱
化
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
資
本
主
義
社
会
で
女
性
が
専
業
主
婦
と
し
て
専
属
に
割

り
当
て
ら
れ
る
家
内
領
域
が
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と

い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
い
え
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
、
国

家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
家
族
や
私
的
領
域
に
も
か
な
り
の
程
度
入
り

込
ん
で
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
改
革
開
放
以
降
の
転
形
期
に

は
、
社
会
主
義
的
近
代
化
推
進
期
に
は
国
家
が
人
び
と
の
生
活
上
の

サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
た
仕
組
み
の
多
く
が
、
市
場
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
職
や
住
宅
の
確
保
だ
け
で
な
く
、
育
児
や
介

護
、
医
療
、
教
育
な
ど
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
市
場
の
介
入
と
資

本
の
論
理
に
よ
る
格
差
の
問
題
は
生
じ
て
い
る
。
今
後
は
、
中
国
の

近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
家
族
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
と
、
国

家
、
市
場
と
の
関
係
を
射
程
に
い
れ
た
分
析
視
角
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。
な
か
で
も
、
数
十
年
間
の
社
会
主
義
的
近
代
化
の
遺
産
が
ど

の
よ
う
な
痕
跡
を
残
し
う
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
時
代
を
経
過
し
た
人

び
と
の
意
識
の
な
か
か
ら
と
ら
え
か
え
し
て
い
く
作
業
は
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

注〈
1
〉 

た
と
え
ば
落
合
恵
美
子
や
宮
坂
靖
子
ら
は
、
ア
ジ
ア
各
地
の
女

性
の
就
労
や
家
事
育
児
な
ど
の
状
況
を
比
較
す
る
研
究
の
な
か
で
、

二
〇
〇
〇
年
代
の
北
京
で
比
較
的
高
学
歴
の
女
性
た
ち
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
行
い
、
そ
う
し
た
層
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
﹇
宮
坂

2007

﹈。
ま
た
坂
部
が
編
集
し
、
現
在
出
版
を
準
備
し
て
い
る
中
国

の
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
ん
す
る
論
文
集
（
坂
部
晶
子
・
賽
漢
卓

娜
編
『
中
国
の
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
明
石
書
店
、
二
〇
二
一
年
三

月
刊
行
予
定
）
の
な
か
で
、
鄭
楊
が
「
三
重
の
期
待
│
│
中
国
都
市

家
族
に
お
け
る
母
親
規
範
の
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
題
す
る
論
文
を
寄
せ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
社
会
へ
の
貢
献
度
合
い
に
よ
っ
て
評
価
が
左
右

さ
れ
が
ち
な
中
国
社
会
で
は
可
視
化
さ
れ
に
く
い
専
業
主
婦
た
ち
へ

の
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
な
聞
き
と
り
調
査
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

〈
2
〉 

た
と
え
ば
横
山
政
子
は
、
黒
龍
江
省
を
例
に
、
大
躍
進
期
の
託

児
所
の
普
及
と
持
続
に
か
ん
し
て
、
資
料
と
聞
き
と
り
調
査
を
も
と

に
そ
の
実
態
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
が
、
計
画
当
初
の
勢
い
は
さ

ほ
ど
続
か
ず
、「
無
き
に
等
し
い
」
地
域
や
時
期
も
あ
っ
た
と
し
て

い
る
﹇
横
山 2012

﹈。

〈
3
〉 
引
用
は
、
注〈
1
〉で
も
言
及
し
た
鄭
楊
「
三
重
の
期
待
│
│
中

国
都
市
家
族
に
お
け
る
母
親
規
範
の
ロ
ジ
ッ
ク
」（
二
〇
二
一
年
三
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月
刊
行
予
定
）
か
ら
で
あ
る
。

〈
4
〉 

中
国
語
文
献
か
ら
の
引
用
は
、
著
者
に
よ
る
訳
文
で
あ
る
。
以

下
同
。

〈
5
〉 
注〈
1
〉と
同
様
、
現
在
出
版
準
備
中
の
論
文
集
に
所
収
。
呉
小

英
「
転
形
期
中
国
に
お
け
る
家
族
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
と
左
翼
右
翼

の
闘
争
」（
二
〇
二
一
年
三
月
刊
行
予
定
）
よ
り
。
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出
也
・
朴
紅
蓮
訳
）、
小
浜
正
子
・
秋
山
洋
子
編
『
現
代
中
国
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
│
│
格
差
・
性
売
買
・「
慰
安
婦
」』

勉
誠
出
版

堀
口
正
　2020

　「
中
国
農
村
の
生
活
組
織
・
市
民
社
会
・
女
性
団
体

│
│
先
行
研
究
の
考
察
と
今
後
の
展
望
」『
中
国
21
』
Vol
・
53
、
七
一

－
九
九
頁

宮
坂
靖
子
　2007

　「
中
国
の
育
児
│
│
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
親
族
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
中
心
に
」
落
合
恵
美
子
・
山
根
真
理
・
宮
坂
靖
子
編
『
ア

ジ
ア
の
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
双
書
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
15
）
勁
草

書
房

横
山
政
子
　2012

　「
大
躍
進
運
動
前
後
の
農
村
託
児
所
と
女
性
労
働

力
│
│
黒
龍
江
省
の
事
例
」『
現
代
中
国
』
八
六
号
、
一
二
一

－

一

三
四
頁

横
山
政
子
　2014

　「
中
国
の
人
民
公
社
に
お
け
る
公
共
食
堂
の
利
用

に
み
る
家
族
の
あ
り
方
」『
日
本
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
』
第
一
七
号
、

七
九

－

九
一
頁

李
暁
東
　2018

　『
現
代
中
国
の
省
察
│
│
「
百
姓
」
社
会
の
視
点
か

ら
』
国
際
書
院

李
姸
焱
　2012

　『
中
国
の
市
民
社
会
│
│
動
き
出
す
草
の
根
Ｎ
Ｇ

Ｏ
』
岩
波
新
書

李
姸
焱
　2018

　『
下
か
ら
構
築
さ
れ
る
中
国
│
│
「
中
国
的
市
民
社

会
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
』
明
石
書
店

李
小
江
　2000 (1995 )

　『
女
に
向
か
っ
て
│
│
中
国
女
性
学
を
ひ
ら

く
』（
秋
山
洋
子
訳
）
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
（
李
小
江
　1995

　『
走

向
女
人
│
│
新
時
期
婦
女
研
究
紀
実
』
河
南
人
民
出
版
社
）

〈
中
国
語
〉

杜
平
　2017

　『
男
工
・
女
工
│
│
當
代
中
國
農
民
工
的
性
別
・
家
庭

與
遷
移
』
香
港
中
文
大
學
出
版
社

黄
勇
軍
・
米
莉
等
　2015

　『
喧
囂
的
個
体
与
沈
黙
的
大
衆
│
│
広
場

舞
中
的
当
代
中
国
社
会
生
態
考
察
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社

李
霞
　2010
　『
娘
家
和
婆
家
│
│
華
北
農
村
女
性
的
生
活
空
間
和
後

台
権
力
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
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李
銀
河
　2009

　『
后
村
的
女
人
們
│
│
農
村
性
別
権
力
関
係
』
内
蒙

古
大
学
出
版
社

呉
小
英
　2011

　『
回
帰
日
常
生
活
│
│
女
性
主
義
方
法
論
与
本
土
議

題
』
内
蒙
古
大
学
出
版
社

呉
小
英
　2015
　「
在
国
家
、
家
庭
与
個
人
之
間
」
呉
小
英
主
編
『
家

庭
与
性
別
評
論
』
第
六
輯
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一

－

一
〇
頁

閻
雲
翔
　2016 (2009 )
　『
中
国
社
会
的
個
体
化
』（
陸
洋
等
訳
）上
海
訳

文
出
版
社
（Yan Yangxiang 2009 The Individualization of Chi

nese Society

）


