
都
市
化
と
農
村

　
　
　
－
明
治
期
の
大
阪
府
を
事
例
に
1

田
　
　
崎

宣
　
　
義

（1）　都市化と農村

は
じ
め
に

　
日
本
の
資
本
主
義
化
・
近
代
化
は
第
二
次
産
業
を
中
心
に
し

て
推
進
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
農
業
部
門
で
は
前
近
代
的
な
生

産
関
係
や
生
産
様
式
が
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
農
村
杜
会
や
そ
こ
に
く
ら
す
農

民
の
生
活
が
資
本
主
義
化
や
近
代
化
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
日
本
の
資
本
主

義
化
．
近
代
化
は
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
農
村
杜
会
や
農
民
生
活

に
お
よ
ぼ
し
、
そ
の
影
響
を
う
け
た
農
村
杜
会
や
農
民
も
さ
ま

ざ
ま
に
反
応
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
日
本
杜
会
の
資
本
主
義
化
・
近
代
化
の
影
響
が

農
村
杜
会
や
そ
こ
に
暮
ら
す
農
民
に
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
た

か
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
が
農
村
に
波
及
す
る
こ
と
を
農
会
関

係
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
対
処
し
よ
う
と
し
た
か
を
大
阪

府
農
会
の
機
関
誌
『
犬
阪
府
農
会
報
』
（
以
下
、
『
会
報
』
と
略

す
）
か
ら
読
み
と
り
、
農
村
や
農
民
・
農
業
と
日
本
杜
会
の
資

本
主
義
化
．
近
代
化
と
の
関
係
を
か
い
ま
見
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
一
方
で
は
都
市
と
農
村
と
の
対
抗
と
変
貌
の

過
程
を
探
る
一
助
と
な
る
と
と
も
に
、
地
主
制
が
資
本
主
義

化
．
近
代
化
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
矛
盾
に
直
面
す
る
こ
と
に

な
る
か
を
検
討
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
よ
う
や
く
近
年
に
な
っ
て
小
作
農
民
の
成
長
を
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公
教
育
な
ど
の
非
経
済
的
分
野
に
ま
で
お
し
拡
げ
て
検
討
す
る

方
法
が
大
門
正
克
氏
の
研
究
（
「
学
校
教
育
と
杜
会
移
動
」
、
中

村
政
則
編
『
日
本
の
近
代
化
と
資
本
主
義
』
東
大
出
版
会
、
一

九
九
二
年
所
収
な
ど
）
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、

従
来
の
研
究
史
で
は
地
主
制
の
矛
盾
の
深
化
は
多
く
経
済
的
な

諸
関
係
の
検
討
に
分
析
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
筆
老
の
「
都
市
化
と
小
作
争
議
」
（
『
杜
会
学
研

究
』
二
六
号
、
，
一
．
九
八
八
年
）
な
ど
も
一
例
で
あ
る
。

　
経
済
的
な
諸
関
係
の
変
化
に
検
討
の
対
象
を
隈
定
し
た
の
で

は
、
な
ぜ
農
民
が
都
市
へ
向
か
お
う
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

日
本
の
近
代
化
・
資
本
主
義
化
と
地
主
制
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
を
展
開
し
た
の
か
を
日
本
杜
会
の
変
化
の
中
で
と
ら
え
る
こ

と
が
方
法
的
に
困
難
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
に
立
ち
、
地
主

制
の
矛
盾
の
深
化
の
過
程
を
甘
本
杜
会
の
資
本
主
義
化
．
近
代

化
の
進
展
の
過
程
に
で
き
る
だ
け
拡
げ
な
が
ら
概
観
し
て
み
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
地
主
制
の
衰
退
の
要
因
を
多
面
的
に
検
討
す

る
た
め
の
手
が
か
り
を
探
る
こ
と
が
、
本
稿
の
直
接
の
目
的
で

あ
る
。

豊
能
郡
枳
根
荘
村
と
東
成
郡
田
辺
村

　
日
清
・
日
露
戦
間
期
の
大
阪
府
で
は
、
ど
の
よ
う
な
局
面
で

都
市
が
農
村
に
影
響
を
及
ぽ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
影
響
の
度
合
い
は
地
域
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
差

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
地
域
差
の
立
ち
入
っ
た
検
討
は
紙
幅

の
都
合
も
あ
る
の
で
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
と
り
あ

え
ず
ほ
ぼ
同
時
期
の
二
つ
の
村
是
、
一
九
〇
三
年
二
月
の
『
豊

能
郡
枳
根
荘
村
村
是
』
と
同
年
三
月
の
『
東
成
郡
田
辺
村
村
是
』

を
対
比
し
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
確
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
犬
阪
府
の
極
北
に
し
て
旧
能
勢
郡
に
在
り
、
四
面
山
嶽
重

畳
し
、
交
通
運
輸
の
不
便
云
ふ
可
く
も
あ
ら
ず
」
（
『
会
報
』
四

五
号
、
一
九
〇
三
年
八
月
、
以
下
、
『
会
報
』
は
略
す
）
の
枳
根

荘
村
の
地
主
小
作
関
係
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
地
主
と
小
作
人
の
関
係
は
今
尚
維
新
以
前
の
如
く
、
徳
義

　
　
的
な
り
、
其
貸
借
の
如
き
只
口
約
に
止
ま
り
て
、
小
作
証

　
　
書
を
取
替
し
た
る
事
な
し
、
敦
厚
斯
く
の
如
く
な
れ
ば
未

　
　
た
曾
て
地
主
と
小
作
人
が
紛
争
の
声
を
耳
に
せ
す
、
地
主

　
　
の
小
作
人
に
対
す
る
の
権
利
は
頗
る
偉
犬
な
る
老
に
し
て
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（3〕　都市化と農村

　
　
迅
雷
の
如
く
小
作
人
の
耳
に
響
き
渡
れ
共
、
地
主
は
能
く

　
　
慈
愛
小
作
人
を
隣
み
、
慰
撫
小
作
人
に
対
す
る
を
以
て
、

　
　
其
間
頗
る
円
満
、
不
幸
に
し
て
凶
作
、
不
作
妓
ひ
察
り
て
、

　
　
禾
穀
実
ら
ざ
る
か
如
き
こ
と
あ
ら
は
、
双
方
合
意
の
上
、

　
　
得
心
つ
く
に
て
滅
収
の
歩
合
に
応
し
、
以
て
小
作
米
を
減

　
　
宥
免
除
す
る
を
常
と
す

　
他
方
、
「
村
内
道
路
能
く
開
け
、
其
農
産
物
の
大
顧
客
た
る
大

阪
市
を
距
る
こ
と
僅
か
に
二
十
町
、
是
に
通
ず
る
の
二
道
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
7

り
」
（
四
八
号
、
一
九
〇
三
年
九
月
）
と
い
う
田
辺
村
で
も
、

　
　
地
主
と
小
作
人
と
は
互
に
徳
義
を
重
ん
じ
、
二
老
の
間
曾

　
　
て
紛
争
を
生
せ
し
事
な
く
、
其
貸
借
の
如
き
も
口
約
に
止

　
　
り
て
、
小
作
証
書
を
取
替
す
事
な
し
、
地
主
は
小
作
人
に

　
　
対
し
て
、
権
力
を
有
す
る
も
、
慈
愛
を
主
と
す
る
を
以
て
、

　
　
諸
事
頗
る
円
満
な
り
、
又
凶
作
の
年
柄
に
あ
り
て
は
、
地

　
　
主
は
減
収
の
度
合
に
依
り
作
徳
米
を
減
宥
免
除
す
る
の
習

　
　
慣
あ
り

と
あ
っ
て
、
枳
根
荘
村
と
夫
き
な
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の

二
村
で
は
、
日
清
・
日
露
戦
間
期
の
地
主
小
作
関
係
は
な
お
犬

き
な
変
化
を
み
せ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
田
辺
村
で
は
村
是
に
「
小
作
奨
励
会
設
置
」
が
う
た

わ
れ
、
設
置
の
理
由
に
は
小
作
米
の
品
質
や
調
整
・
俵
装
の

「
粗
漏
」
化
に
加
え
、
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
近
時
小
作
地
主
間
に
於
け
る
感
情
は
、
近
地
方
の
弊
風
に

　
　
7
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
守
　
　
マ

　
　
染
し
、
漸
次
不
良
に
傾
く
の
恐
れ
あ
り
、
加
之
な
ら
ず
大

　
　
阪
市
の
膨
張
に
従
ひ
、
労
働
者
の
業
務
多
き
を
加
へ
、
賃

　
　
金
又
高
け
れ
ぱ
之
に
赴
く
も
の
多
く
、
且
市
の
膨
張
は
疏

　
　
菜
等
の
需
要
を
増
加
し
、
自
ら
水
田
耕
作
老
の
減
少
を
来

　
　
し
、
地
主
の
困
懲
近
き
に
あ
ら
ん
と
す

　
小
作
米
の
品
質
や
調
整
・
俵
装
の
管
理
、
地
主
小
作
間
の
感

情
の
悪
化
、
農
民
の
離
農
、
水
田
耕
作
老
の
減
少
は
い
ず
れ
も

地
主
経
済
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
。
「
故
に
今
日
よ
り
小
作
奨

励
の
方
法
を
企
画
し
、
彼
等
の
徳
義
に
訴
へ
、
自
ら
進
ん
で
小

作
を
為
し
、
納
米
改
良
を
行
ふ
に
至
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

是
村
是
と
し
て
小
作
奨
励
会
を
設
置
す
る
の
必
要
あ
る
所
以
な

り
」
と
あ
る
よ
う
に
「
小
作
奨
励
会
」
は
地
主
利
害
の
擁
護
を

目
的
と
し
、
そ
れ
を
小
作
農
民
の
「
徳
義
心
」
に
訴
え
る
こ
と

で
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
「
奨
励
」

と
い
う
よ
り
も
「
督
励
」
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
が
、
と
も
か
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表1　膿業雇人の賃銀

上

季節屈・壮’
　　　田辺桐3000
日履寒枳根荘桐O・50

　　　田辺村　O．40
日雇　秋枳根荘村　O・40

　　　田辺村　O．45

男

中　　下　　　上

22．OO

O．40

0，30
0，30

0．38

1500
0，30

0，20
0，20

0．30

1o．oo

O，40

0，20
0，30

0．25

（単位：円）

女

中　　下

7．oo
O．30

0，15
0，20

0．20

4．OO
O．20

0，10
0．lO

O．12

注・枳根荘村の季節雇の賃銀は「恭季雇入」とr秋季雇入」の平均

出典　　r坐能郡枳根荘村村是」、r束成郡田辺村村是』

う
る
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

の
よ
う
な
変
化
を
都
市
の
影
響
と
捉
え
て
い
た
点
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

　
両
村
の
違
い
は
雇
用
労
働
力
の
あ
り
方
に
も
徴
妙
で
は
あ
る

く
こ
の
よ
う
な
「
小
作
奨

励
会
」
の
必
要
性
が
う
た

わ
れ
る
背
景
に
は
、
い
わ

ゆ
る
人
情
・
風
俗
の
変
化
、

農
業
労
働
力
の
流
出
、
疏

菜
作
の
発
展
と
米
作
の
衰

退
と
い
っ
た
事
態
の
進
行

が
や
が
て
「
地
主
の
困

懲
」
を
生
み
出
す
と
い
う

予
測
が
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か

ら
判
断
す
る
限
り
で
は
、

田
辺
村
の
方
が
地
主
小
作

関
係
の
変
貌
を
よ
り
現
実

的
な
事
態
と
し
て
予
測
し

　
　
　
　
　
そ
し
て
、
こ

が
認
め
ら
れ
る
。

　
季
節
雇
、
旦
雇
と
も
ほ
ぽ
村
内
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
が
、

賃
金
額
（
表
1
）
は
枳
根
荘
村
の
方
が
む
し
ろ
高
い
傾
向
に
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
枳
根
荘
村
で
は
「
賃
銭
は
季
節
に
依

り
一
定
せ
ざ
れ
と
も
、
近
来
は
物
価
の
騰
貴
、
被
雇
老
の
減
少
、

其
他
幾
多
の
影
響
を
受
け
、
自
然
上
騰
の
勢
あ
り
」
と
さ
れ
て

お
り
、
「
犬
阪
府
の
極
北
」
に
あ
っ
て
交
通
運
輸
の
便
に
恵
ま
れ

な
い
こ
の
村
で
も
雇
用
労
働
力
の
減
少
が
現
実
化
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
、
田
辺
村
で
は
旦
展
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　
而
し
て
男
子
に
あ
り
て
は
日
々
大
阪
市
中
へ
疏
菜
其
他
の

　
　
行
商
を
為
せ
ぱ
、
利
益
多
き
こ
と
農
家
に
雇
る
㌧
の
比
に

　
　
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
雇
人
た
る
を
望
む
も
の
少
な
く
又
女

　
　
子
に
あ
り
て
も
糸
撚
り
其
他
の
余
業
あ
り
、
且
市
家
に
雇

　
　
は
る
㌧
時
は
、
給
料
多
く
、
身
安
逸
な
る
こ
と
農
家
雇
人

　
　
の
比
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
、
之
を
嫌
ふ
も
の
多
く
、
従
て

　
　
年
雇
旦
雇
と
も
其
雇
入
梢
困
難
な
り
、
要
す
る
に
衣
食
住

　
　
の
項
に
於
て
述
べ
た
る
が
如
く
、
農
家
の
子
女
も
都
市
の

　
　
風
を
羨
み
、
都
市
の
生
居
を
望
み
、
農
家
労
力
の
業
に
従
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（5〕　都市化と農村

　
　
ふ
を
厭
ふ
に
至
れ
る
の
結
果
、
雇
人
を
得
る
こ
と
は
今
後

　
　
日
を
逐
ふ
て
益
困
難
な
ら
ん
と
す

　
田
辺
村
で
は
、
男
子
で
は
行
商
と
農
業
労
働
の
収
益
の
違
い
、

女
子
で
は
農
業
以
外
の
余
業
の
展
開
に
よ
っ
て
雇
用
労
働
力
の

雇
い
入
れ
が
「
梢
困
難
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
村

是
』
の
女
子
の
余
業
に
は
、
一
「
糸
撚
り
」
の
ほ
か
に
「
燐
寸
箱

張
、
楊
枝
の
毛
植
等
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
賃
仕

事
の
軽
工
業
が
こ
の
村
に
浸
透
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は
農
外
の
労
働
機
会
の
展
開
が
農
業
雇
用
労
働
の
調
達
を

困
難
に
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
農
業
労
働
よ
り
も

高
収
入
・
軽
労
働
の
女
中
奉
公
が
女
子
に
人
気
が
あ
り
、
「
都

市
の
風
」
そ
の
も
の
が
農
村
で
の
生
活
を
い
と
う
要
因
と
な
っ

て
い
る
二
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
「
亭
主
も
つ
な
ら
色
白
ろ
男
、
金
の
五

百
も
も
つ
男
」
と
か
「
情
け
な
い
か
な
土
百
姓
に
生
ま
れ
、
い

や
な
麦
飯
喰
ひ
な
れ
た
」
と
い
っ
た
里
謡
が
う
た
わ
れ
て
い
た

と
い
う
指
摘
か
ら
も
推
測
が
で
き
る
。

　
農
村
を
嫌
い
都
市
に
あ
こ
が
れ
る
風
潮
は
農
家
の
生
活
様
式

の
変
化
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
枳
根
荘
村
、
田
辺
村
の
順

に
掲
げ
よ
う
。

　
　
村
民
の
衣
服
は
曾
て
一
世
の
風
潮
に
誘
は
れ
て
、
頗
る
華

　
　
蓉
に
流
れ
ん
と
せ
し
が
、
幸
な
る
哉
当
路
老
の
苦
心
空
し

　
　
か
ら
す
、
近
来
は
主
と
し
て
自
家
生
産
の
木
綿
服
を
用
ふ

　
　
る
に
至
れ
り
、
履
物
に
至
り
て
は
草
履
は
一
変
し
て
雪
駄

　
　
と
な
り
、
木
履
は
一
転
し
て
駒
下
駄
と
な
り
、
日
傘
は
蠣

　
　
幅
傘
と
化
し
、
類
冠
は
高
帽
と
な
り
し
等
復
著
像
の
風
潮

　
　
を
脱
し
得
ざ
る
か
如
し

　
　
常
食
は
貧
富
貴
賎
を
問
は
す
総
て
麦
飯
と
す
而
し
て
麦
飯

　
　
は
米
五
合
麦
五
合
の
混
合
よ
り
成
る
老
に
し
て
半
麦
と
称

　
　
す
る
老
即
是
な
り
、
其
資
産
の
中
等
以
上
な
る
老
に
あ
り

　
　
て
は
、
特
に
老
幼
老
に
与
ふ
る
に
継
飯
と
唱
へ
、
麦
飯
の

　
　
中
よ
り
米
飯
を
撰
ひ
収
め
し
者
を
食
せ
し
む
る
老
あ
り

　
　
居
宅
は
維
新
以
前
に
比
し
て
、
其
建
築
、
装
飾
、
敷
物
等

　
　
頗
る
華
蓉
に
流
る
㌧
を
見
る

　
　
衣
食
住
の
模
様
几
て
前
述
の
如
く
、
世
上
著
像
の
余
波
疾

　
　
く
馳
せ
来
り
て
亦
此
撲
直
の
農
村
を
汚
し
た
り
と
難
も
、

　
　
村
民
は
挙
っ
て
勤
倹
貯
蓄
の
心
に
富
め
る
を
以
て
将
来
は

　
　
此
以
上
に
著
修
に
流
る
㌧
虞
な
か
る
可
し
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田
辺
村
で
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
世
の
廉
著
に
赴
く
に
伴
ひ
、
農
家
生
計
の
状
態
も
年
を
追

　
ふ
て
進
み
、
其
の
衣
食
住
を
始
め
日
用
の
器
具
に
至
る
ま

　
て
凡
て
都
会
の
風
に
倣
ふ
の
状
況
を
呈
せ
り
、
現
今
農
家

　
の
常
食
と
す
る
も
の
を
見
る
に
、
資
産
に
富
む
も
の
は
勿

　
論
中
等
の
生
計
を
為
す
老
に
至
り
て
も
猶
多
く
は
米
飯
の

　
み
を
食
す
、
（
労
働
を
為
す
雇
人
等
に
は
米
六
分
麦
四
分

位
の
麦
飯
を
喫
せ
し
む
）
…
維
新
以
前
に
在
り
て
は
豪
農

　
と
難
も
多
く
は
麦
飯
を
食
せ
し
も
、
世
の
変
遷
に
随
ひ
漸

　
く
華
著
の
風
を
生
し
、
今
は
小
農
と
雛
も
其
維
新
前
の
中

等
以
上
の
農
家
に
等
し
く
、
家
屋
の
如
き
も
十
年
前
に
比

　
す
れ
ぱ
其
構
造
も
大
に
進
み
、
明
治
初
年
の
頃
に
は
多
く

敷
物
の
み
を
用
た
る
家
も
漸
く
畳
を
用
ひ
、
其
他
或
は
時

計
の
如
き
、
茶
器
の
如
き
、
相
応
に
之
を
調
へ
、
極
め
て

貧
家
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
是
を
用
ひ
ざ
る
も
の
な
く
、
農

家
質
素
の
風
は
蕩
然
地
を
掃
は
ん
と
す
、
又
衣
服
の
如
き

　
も
従
来
木
綿
を
用
ひ
た
る
老
は
絹
布
を
纏
ひ
、
草
履
を
用

　
ひ
し
老
は
下
駄
に
更
へ
、
日
傘
は
蠣
幅
傘
に
変
し
、
中
流

以
上
の
農
家
の
子
弟
は
、
高
帽
を
戴
き
、
巻
姻
草
を
薫
し
、

　
　
競
ふ
て
都
市
の
風
を
摸
し
、
世
の
流
行
に
後
れ
ざ
ら
ん
と

　
　
す
る
も
の
㌧
如
し
、
蓋
し
世
の
風
潮
に
浸
染
し
て
遂
に
斯

　
　
く
の
如
く
な
る
に
至
る
者
、
独
り
本
村
の
み
に
限
れ
る
に

　
　
あ
ら
ざ
る
老
に
あ
ら
ず
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
実
に
痛
恨
に

　
　
堪
へ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り

　
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
に
は
に
わ
か
に
受
け
容
れ
が
た
い
部
分
も

少
な
く
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
衣
食
住
と
も
に
維
新
以
前
と
は
隔

世
の
感
の
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
衣
で
は
履
き

物
に
下
駄
が
入
り
自
作
農
や
地
主
に
は
絹
の
衣
類
が
浸
透
し
始

め
る
。
食
で
は
半
麦
ま
た
は
米
飯
な
ど
米
食
が
進
み
、
住
居
に

も
畳
が
入
り
時
計
や
茶
器
な
ど
維
進
以
前
に
は
な
か
っ
た
「
日

用
の
器
具
」
な
ど
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変

化
は
生
活
水
準
の
向
上
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を

「
著
修
」
、
「
華
蓉
」
、
「
都
会
の
風
に
倣
ふ
の
状
況
」
と
否
定
的
に

捉
え
、
「
実
に
痛
恨
に
堪
へ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
す
る
。
そ
れ

ら
が
都
市
の
影
響
と
観
念
さ
れ
、
農
村
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な

い
も
の
と
し
て
排
斥
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
時
期
の

特
徴
が
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
二
村
の
『
村
是
』
に
み
る
限
り
で
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は
、
都
市
近
郊
の
農
村
と
山
間
の
農
村
で
予
想
さ
れ
る
ほ
ど
の

犬
き
な
差
異
は
な
く
、
都
市
の
影
響
が
農
民
の
生
活
様
式
に
も

現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
田
辺
村
で
は
地
主
小
作
関
係
の
先
行
き
に
危
倶
を
抱
い

て
い
る
が
、
そ
れ
は
既
に
こ
の
時
期
、
都
市
近
郊
農
村
で
地
主

小
作
関
係
に
亀
裂
が
生
じ
は
じ
め
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

二
　
日
清
・
日
露
戦
間
期
の
農
業
・
農
村
・
農
民

　
以
下
で
は
、
第
一
次
大
戦
期
ま
で
の
都
市
の
影
響
に
対
す
る

評
価
を
『
会
報
』
の
記
事
か
ら
拾
い
な
が
ら
、
都
市
と
農
村
、

資
本
主
義
と
地
主
制
と
の
関
係
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
さ
い
時
期
を

日
露
戦
争
を
境
に
前
後
に
区
分
し
、
こ
こ
で
は
日
清
・
日
露
戦

間
期
を
扱
う
。

　
こ
の
時
期
の
『
会
報
』
で
は
、
日
本
杜
会
の
近
代
化
・
資
本

主
義
化
が
農
村
の
衰
退
を
促
す
筋
道
と
農
村
衰
退
の
傾
向
に
対

す
る
歯
止
め
の
か
け
方
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
議
論
が
登
場
す

る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
『
会
報
』
二
九
号
（
一
九
〇
二
年

三
月
）
か
ら
連
載
さ
れ
た
「
漫
録
」
欄
の
「
本
邦
農
業
界
に
於

け
る
疾
病
の
研
究
L
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
農
家
を
襲
う
疾
病
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
カ
ラ

の
「
都
熱
」
、
「
恋
金
病
」
、
「
灰
穀
熱
」
、
「
厭
働
症
」
な
ど
の
「
原

因
」
、
「
兆
候
」
、
「
経
過
」
、
「
予
後
」
、
「
治
療
法
」
な
ど
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
の
特
徴
は
、
「
農
界
に
疾
病
の
多
き
、

必
ず
し
も
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
し
て
、
世
が
夫
れ
丈
け
文
明
開
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
〒

に
趣
き
、
農
業
が
夫
れ
丈
進
歩
発
達
せ
し
証
考
な
り
と
云
ふ
、

進
化
論
な
ど
か
ら
推
せ
ば
、
或
は
左
様
な
る
か
も
知
ら
ざ
れ
ど
、

さ
り
と
て
は
余
り
情
が
な
さ
過
ぎ
る
に
あ
ら
ず
や
、
ロ
ハ
さ
え
已

れ
が
命
脈
を
つ
な
ぎ
兼
ね
た
る
本
邦
農
家
が
、
是
等
の
諸
病
に

　
〒
〒

打
脳
み
、
気
息
奄
々
、
命
且
夕
に
せ
ま
る
て
う
、
九
死
一
生
の

時
に
当
り
、
文
明
開
化
の
御
蔭
な
り
と
て
、
対
岸
火
事
視
す
る

こ
と
を
得
る
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
農
民
が
都
市
の
風
潮
に
染

ま
っ
た
り
商
工
業
に
放
資
す
る
こ
と
を
「
疾
病
」
と
捉
え
「
治

療
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
発
想
に
あ
る
。
「
治
療
法
」
は
精
神

論
に
終
始
す
る
が
、
「
文
明
開
化
」
を
農
業
衰
退
の
原
因
と
す
る

発
想
が
広
く
現
れ
る
点
は
、
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
。

　
府
農
会
の
老
農
集
談
会
で
の
府
農
会
技
師
熊
谷
繁
三
郎
の

「
演
説
」
も
同
様
の
発
想
に
た
つ
（
二
一
号
、
一
九
〇
一
年
七

月
）
。
熊
谷
は
「
近
来
我
農
業
界
の
有
様
は
非
常
の
変
化
を
受
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て
来
て
、
将
来
を
慮
み
れ
ぱ
種
々
の
困
難
が
起
り
は
せ
ぬ
か
と

考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
前
置
き
し
、
「
百
姓
で
は
引
合
は
ぬ

と
云
ふ
こ
と
に
な
る
」
原
因
は
貿
易
の
発
達
、
工
業
の
発
達
、

「
杜
会
制
度
の
変
遷
」
、
「
政
治
上
の
変
化
」
な
ど
に
あ
る
と
す

る
。
貿
易
の
発
達
と
い
う
の
は
、
木
綿
、
藍
、
大
豆
、
砂
糖
な

ど
の
よ
う
に
「
値
段
の
安
い
上
等
の
も
の
が
続
々
」
輸
入
さ
れ

て
国
内
の
農
産
物
が
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
、
工
業
の
発
達

の
影
響
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　
工
業
に
対
す
る
変
化
は
何
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
に
、
労

　
　
働
賃
の
高
く
成
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
三
、
四
年
前
ま

　
　
で
は
皿
川
五
銭
の
日
当
で
十
分
の
人
を
得
て
居
っ
た
の
に
、

　
　
今
日
東
成
西
成
両
郡
の
如
き
市
に
近
接
し
た
る
地
方
で
は
、

　
　
農
業
に
傭
ひ
ま
す
の
で
も
、
五
十
銭
以
上
の
日
当
を
払
は

　
　
ぬ
と
傭
ふ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ぬ
、
其
上
夜
は
酒
を
欽
ま
す

　
　
と
か
、
心
付
を
遣
る
と
か
致
し
ま
せ
ね
ぱ
、
農
業
に
は
傭

　
　
人
を
得
ら
れ
ぬ
こ
と
に
成
っ
て
居
り
ま
す
、
他
の
各
郡
も

　
　
一
概
に
爾
う
と
は
云
へ
ぬ
が
、
勢
ひ
此
の
傾
向
を
免
れ
ま

　
　
せ
ぬ
、
次
に
は
此
の
工
業
の
盛
な
る
が
為
め
に
、
農
業
老

　
　
の
職
業
を
奪
は
る
㌧
も
一
の
原
因
で
あ
る
、
前
に
申
し
た

　
　
河
内
木
綿
の
如
き
、
今
日
の
紡
績
と
云
ふ
工
業
が
あ
り
ま

　
　
せ
ね
ぱ
、
木
綿
業
は
一
の
仕
事
と
し
て
相
当
賃
銭
を
得
て
、

　
　
利
益
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
に
、
紡
績
業
に
奪
は

　
　
れ
て
仕
舞
ひ
、
其
他
在
来
農
家
の
手
仕
事
と
し
て
あ
っ
た

　
　
も
の
が
、
機
械
仕
掛
と
変
っ
た
も
の
も
沢
山
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
工
業
の
発
達
は
農
業
雇
用
労
働
力
の
減
少
と

賃
金
の
騰
貴
、
農
閻
余
業
の
減
少
を
も
た
ら
す
と
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
農
業
雇
用
労
働
力
の
減
少
と
賃
金
の
騰
貴
は
商
工
業

な
ど
農
外
へ
労
働
力
が
吸
引
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
な
ぜ
吸

引
さ
れ
る
か
は
「
杜
会
制
度
の
変
遷
」
に
よ
る
と
す
る
。

　
「
杜
会
制
度
の
変
遷
」
に
よ
る
影
響
は
「
止
む
を
得
さ
る
こ

と
」
と
し
た
上
で
、
鉄
道
の
発
達
、
徴
兵
制
度
、
教
育
の
あ
り

方
に
わ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
鉄
道
の
発
達
は
利
害
と
も
に
あ
る
が
、
「
凡
て
此
の
人
と
云

ふ
も
の
は
都
会
に
近
い
と
き
は
都
会
の
風
習
に
染
み
易
く
、
遊

惰
に
流
る
㌧
も
の
で
、
日
夕
営
々
と
し
て
働
く
所
の
農
業
は
面

白
く
な
い
や
う
に
成
っ
て
、
都
会
に
出
て
職
業
を
変
へ
る
も
の

も
起
っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
、
詰
ま
り
鉄
道
の
延
長
は
肥
料

　
　
　
　
　
〒
甲

を
安
く
得
ら
る
と
か
、
生
産
物
を
高
く
売
る
と
か
、
農
業
に
取
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っ
て
利
益
の
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
右
の
如
き
不
利
益
の

伴
ふ
は
免
れ
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
L
と
し
、
農
民
が
都
会
に
惹

か
れ
る
の
は
人
の
本
性
で
あ
り
、
鉄
道
の
発
達
に
よ
っ
て
農
村

と
都
市
と
の
距
離
が
短
縮
さ
れ
れ
ぱ
、
農
民
の
都
市
へ
の
移
動

は
避
け
が
た
い
と
指
摘
す
る
。
徴
兵
制
も
国
家
的
観
点
か
ら
は

必
要
で
あ
る
が
、
「
農
家
に
取
っ
て
は
多
少
の
不
利
益
」
が
あ
る

と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
農
家
の
壮
年
老
が
召
集
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
「
兵
役
を
了
へ
て
戻
っ
て
来
た
人
間

は
、
如
何
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
る
に
、
今
迄
は
野
菜
で
足
っ

て
居
っ
た
口
が
肉
食
に
馴
れ
て
賛
沢
に
成
り
、
身
に
は
洋
服
を

着
て
風
体
が
高
尚
に
成
り
、
為
め
に
其
の
本
業
た
る
農
業
を
賎

む
と
云
ふ
風
に
傾
き
、
農
業
を
従
事
す
る
を
以
て
、
土
臭
い
と

か
、
肥
臭
い
と
か
云
ふ
が
如
き
感
情
を
生
す
る
」
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
軍
隊
生
活
が
衣
食
の
嗜
好
を
変
え
て
農
業

賎
視
の
意
識
を
呼
ぴ
覚
ま
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
都
会
の
風

習
に
染
み
易
く
、
遊
惰
に
流
る
㌧
」
こ
と
や
「
肉
食
に
馴
れ
て

賛
沢
に
成
り
、
身
に
は
洋
服
を
着
て
風
体
が
高
尚
に
成
」
る
こ

と
の
対
極
に
お
か
れ
た
農
民
が
「
都
会
の
風
習
」
や
「
遊
惰
」
、

「
賛
沢
」
、
「
風
体
が
高
尚
」
な
「
洋
服
」
に
惹
か
れ
て
い
る
こ
と

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
今
日
の
教
育
家
は
其

学
問
が
漢
学
老
流
で
あ
り
ま
し
て
、
文
字
を
能
く
書
く
と
か
、

文
章
を
能
く
読
む
と
か
云
ふ
を
以
て
学
問
と
す
る
の
考
を
免
れ

ぬ
や
う
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
「
凡
そ

学
問
な
る
も
の
は
農
業
家
は
如
何
に
す
れ
ぱ
農
業
に
利
益
を
得

ら
る
㌧
と
か
、
商
業
家
は
商
業
家
の
利
益
、
工
業
家
は
工
業
家

の
利
益
を
図
る
に
あ
っ
て
、
文
字
を
学
ぶ
は
之
れ
を
知
る
の
手

段
で
」
あ
る
は
ず
な
の
に
、
「
今
日
の
教
育
家
」
の
「
学
問
」
が

「
漢
学
老
流
」
で
あ
る
た
め
、
農
業
家
の
子
弟
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
農
業
校
を
嫌
い
中
学
校
に
入
る
老
が
多
く
な
る
、
と
い

う
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
『
会
報
』
に
は
、
農
家
の
子
弟
の
中
学
校
進
学

を
批
判
し
農
学
校
進
学
を
奨
励
す
る
記
事
が
多
い
。
技
手
富
岡

治
郎
の
「
敢
て
農
家
の
父
兄
及
子
弟
に
質
す
」
と
題
し
た
一
文

（
『
会
報
』
二
七
号
、
一
九
〇
二
年
一
月
）
で
も
、
中
学
校
へ
進

学
し
た
農
家
の
子
弟
が
か
え
っ
て
「
資
産
を
蕩
尽
し
父
祖
伝
来

の
田
圃
家
屋
を
他
人
の
有
に
帰
せ
し
む
る
」
例
が
少
な
く
な
い

と
し
「
偽
非
文
学
老
、
偽
非
政
治
家
、
偽
非
豪
傑
を
作
る
は
国
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家
の
慶
事
に
あ
ら
ず
一
家
の
幸
福
に
あ
ら
ず
一
身
の
利
益
に
あ

ら
ず
し
て
国
富
を
進
め
民
福
を
増
す
べ
き
事
業
家
を
養
成
す
る

は
方
今
の
最
大
急
務
な
り
殊
に
農
家
の
子
弟
と
し
て
入
り
学
ぶ

べ
き
学
校
は
農
学
校
を
以
て
最
適
当
な
り
と
す
る
に
あ
り
新
年

に
際
し
敢
て
農
家
の
父
兄
及
び
子
弟
に
質
す
L
と
し
て
い
る
の

も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
就
学
率
の
上
昇
と
と
も

に
、
農
家
の
子
弟
　
　
と
い
っ
て
も
上
層
の
－
が
農
学
校
を

避
け
て
中
学
校
に
進
学
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
の
政
治
上
の
変
化
に
よ
る
不
利
益
で
は
、
次
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
。

　
　
上
下
両
院
の
制
度
も
立
派
の
制
度
で
あ
り
ま
す
が
、
只
の

　
　
平
民
が
代
議
士
と
な
っ
て
、
中
央
に
出
で
、
国
家
の
政
治

　
　
を
議
す
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
此
の
考
が

　
　
農
業
家
に
這
入
っ
た
と
き
は
、
己
の
職
業
た
る
農
業
を
営

　
　
む
こ
と
が
面
白
く
な
く
、
政
治
に
携
る
を
以
て
、
高
尚
な

　
　
る
事
業
と
す
る
の
考
が
、
脳
髄
に
入
り
易
い
の
で
あ
り
ま

　
　
す
、
故
に
私
は
此
の
制
度
が
農
業
家
を
し
て
政
治
を
の
み

　
　
貴
ば
し
む
る
に
至
り
た
る
原
因
で
あ
る
主
這
ず
る
の
で
あ

　
　
り
ま
す
、

　
貿
易
や
工
業
、
鉄
道
の
発
達
、
徴
兵
制
度
、
教
育
の
あ
り
方
、

議
会
制
度
な
ど
は
文
明
の
発
達
に
属
す
る
と
観
念
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
農
業
に
と
っ
て
は
好
ま
し
く
な

い
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
日
本
杜
会
の
近
代
化
・
資
本
主
義
化
に

農
業
衰
退
の
原
因
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
農
民
を
遠
ざ
け
よ
う
と

し
て
い
る
点
は
、
さ
き
の
「
疾
病
」
論
と
共
通
す
る
特
徴
で
あ

る
。　

府
農
会
技
手
高
落
松
太
郎
の
「
農
村
衰
頽
の
原
因
及
其
救
治

策
」
（
『
会
報
』
二
五
号
、
一
九
〇
一
年
一
一
月
）
で
は
「
農
村

衰
頽
の
原
因
」
と
し
て
教
育
制
度
、
交
通
の
発
達
、
労
銀
問
題
、

労
働
時
間
、
徴
兵
制
度
、
農
民
の
地
位
、
負
担
の
増
大
、
土
地

の
兼
併
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
農
具
機
械
の
発
明
、
海

外
移
住
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
影
響
は
ま
だ
な
い
と
し
、
教
育

制
度
で
は
、
次
の
よ
う
に
、
立
身
出
世
を
鼓
吹
す
る
教
育
内
容

が
人
々
を
都
会
に
駆
り
立
て
る
要
因
で
あ
る
と
す
る
。

　
　
我
邦
現
時
の
教
育
法
や
、
徒
に
年
少
子
の
空
想
を
燃
や
し
、

　
　
其
虚
栄
心
を
煽
動
す
る
こ
と
い
と
じ
甚
だ
し
実
、
是
に
於

　
　
て
乎
自
か
ら
田
園
に
雌
状
し
て
、
日
夜
労
働
に
営
役
す
る
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を
厭
ひ
、
寧
ろ
都
会
に
出
で
、
一
層
快
活
な
る
生
計
を
為

　
　
さ
ん
と
の
念
を
勃
発
せ
し
め
、
遂
に
は
若
き
男
女
を
駆
り
、

　
　
蕩
々
農
村
を
離
れ
て
、
都
会
に
其
職
を
求
め
ん
と
す
る
に

　
　
至
ら
し
む
る
こ
と
屡
々
、
加
之
教
育
あ
る
老
は
、
其
田
舎

　
　
に
於
け
る
よ
り
も
、
寧
ろ
都
会
に
於
て
事
業
多
く
、
且
前

　
　
途
昇
進
の
好
望
な
る
を
や
、
是
農
村
の
衰
頽
に
与
っ
て
力

　
　
あ
る
老

　
交
通
の
発
展
で
は
「
都
人
の
辺
阪
に
移
る
は
多
く
一
時
の
事

情
に
よ
り
て
然
る
老
に
し
て
、
其
数
の
些
少
な
る
や
明
ら
か
な

り
と
難
も
、
田
夫
が
都
会
に
移
住
し
て
商
工
業
に
従
事
す
る
が

如
き
は
、
頗
る
多
大
な
る
老
あ
る
可
し
、
況
ん
や
交
通
の
発
展

は
都
会
と
田
舎
の
距
離
を
短
縮
し
て
、
田
舎
を
都
会
に
接
近
せ

し
め
、
都
会
の
事
物
は
容
易
に
田
舎
に
ま
で
報
道
せ
ら
れ
、
以

て
犬
に
人
心
を
挑
発
誘
導
す
る
」
と
し
、
労
働
問
題
で
は
「
農

の
利
潤
を
以
て
之
を
商
工
業
に
比
す
れ
ば
其
及
ば
ざ
る
こ
と

遠
」
く
「
小
利
口
の
農
民
に
し
て
多
少
の
資
本
を
獲
得
す
れ
ば
、

競
ふ
て
都
会
に
出
で
、
以
て
商
工
業
に
従
事
す
る
に
至
る
可
し
、

況
ん
や
都
会
に
於
け
る
製
造
業
の
勃
興
は
労
働
者
の
需
要
を
増

加
し
、
従
っ
て
労
銀
を
高
騰
せ
る
あ
る
を
や
、
是
亦
農
村
衰
頽

の
一
因
L
と
す
る
。
労
働
時
間
で
も
、
農
村
の
労
働
が
不
規
則

で
時
間
に
制
限
が
な
い
た
め
「
労
働
者
を
し
て
嫌
悪
の
念
を
起

こ
さ
し
む
る
」
の
に
対
し
、
「
都
会
」
で
は
「
労
働
者
は
一
定
の

時
間
に
業
に
就
き
、
其
労
働
や
規
則
正
し
き
の
み
な
ら
ず
、
時

間
に
も
亦
一
定
の
制
限
あ
り
、
且
つ
や
業
を
終
へ
て
の
後
も
猶

且
耳
と
目
と
を
楽
ま
し
め
、
以
て
一
日
の
労
を
慰
籍
す
る
に
足

る
老
多
し
」
と
す
る
。
徴
兵
制
度
も
ま
た
農
家
の
子
弟
に
「
期

満
る
も
郷
に
還
ら
ず
、
倣
岸
徒
ら
に
大
を
街
ふ
て
農
業
を
賎
し

む
」
風
潮
を
助
長
し
、
「
農
民
の
地
位
」
で
は
商
人
を
尊
び
農
民

を
賎
視
す
る
風
潮
を
「
時
弊
」
と
し
、
多
犬
の
農
家
負
担
は
「
是

又
農
村
衰
頽
の
一
主
因
」
、
土
地
の
兼
併
は
自
作
農
家
を
減
少

さ
せ
て
「
豪
族
益
々
其
土
地
を
兼
併
し
、
国
を
挙
げ
て
労
働
考

た
ら
し
め
ん
と
す
る
趨
勢
あ
り
、
斯
く
て
彼
等
は
遂
に
百
年
住

み
馴
れ
し
家
山
を
辞
し
て
、
優
勝
劣
敗
の
巷
に
猛
進
す
る
の
已

む
を
得
ざ
る
な
り
」
と
す
る
。

　
高
落
の
あ
げ
る
要
因
は
、
農
民
や
そ
の
子
弟
を
都
会
に
引
き

寄
せ
る
要
因
と
農
民
を
農
村
か
ら
都
市
へ
押
し
出
す
要
因
に
犬

別
で
き
る
が
、
農
民
か
ら
み
た
都
市
の
魅
力
や
農
業
と
都
市
で

の
労
働
条
件
の
違
い
、
農
業
・
農
民
に
対
す
る
杜
会
通
念
な
ど
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が
一
層
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
会
報
』
の
記
事
の
中
に
は
、
高
落
の
土
地
兼
併
に
対
す
る
批

判
を
は
じ
め
、
地
主
の
寄
生
化
に
警
告
を
発
す
る
も
の
も
少
な

く
な
い
。
高
落
の
土
地
兼
併
に
対
す
る
批
判
を
は
じ
め
、
『
会

報
』
二
三
号
（
一
九
〇
一
年
九
月
）
の
技
師
菅
野
鉱
太
郎
の
「
地

主
の
責
務
」
を
み
る
と
「
地
主
た
る
も
の
何
ぞ
書
画
、
骨
董
、

囲
碁
、
管
弦
等
無
用
の
娯
楽
に
の
み
耽
ら
ず
し
て
、
此
有
益
に

し
て
趣
味
多
き
文
明
的
の
娯
楽
を
試
み
ざ
る
や
」
と
地
主
の
自

作
を
懲
愚
し
、
「
土
地
愛
護
の
念
は
、
自
か
ら
其
土
地
を
経
営
す

る
に
於
い
て
始
め
て
強
盛
な
る
を
得
べ
く
、
農
事
の
改
良
発
達

も
亦
従
て
得
べ
し
」
と
す
る
の
も
、
三
四
号
（
一
九
〇
二
年
八

月
）
の
「
大
地
主
に
警
告
す
」
で
は
「
諸
子
が
小
作
人
を
冷
遇

す
る
何
が
故
に
斯
く
甚
し
き
か
、
諸
子
の
小
作
人
は
諸
子
の
為

め
膏
血
を
絞
ら
れ
つ
㌧
あ
り
、
諸
子
は
小
作
人
保
護
の
途
を
講

ぜ
ざ
る
久
し
」
す
る
の
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

都
市
的
な
生
活
に
移
行
し
て
自
作
か
ら
撤
退
し
つ
つ
あ
る
寄
生

地
主
層
の
台
頭
と
地
主
小
作
関
係
の
険
悪
化
の
兆
候
が
現
れ
は

じ
め
て
い
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
一
日
露
戦
後
・
第
一
次
大
戦
前
の
農
村
と
都
市

　
こ
の
時
期
に
も
、
都
市
の
「
弊
風
」
が
農
業
衰
退
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
と
し
て
、
都
市
の
影
響
か
ら
農
民
を
切
り
離
そ
う

と
す
る
発
想
が
継
続
す
る
。
府
農
会
で
の
横
井
時
敬
の
講
演
の

筆
記
「
農
事
改
良
談
」
（
九
三
－
九
四
号
、
一
九
〇
七
年
一
〇
1

一
一
月
）
も
、
一
面
で
は
そ
う
し
た
考
え
方
に
立
つ
も
の
で
あ

る
。　

横
井
は
「
今
の
時
勢
は
丁
度
都
会
時
代
と
名
づ
け
る
事
が
出

来
様
と
思
ふ
、
何
も
か
も
都
会
々
々
と
云
ふ
有
様
で
、
私
は
之

れ
を
称
し
て
都
会
熱
と
云
ふ
て
居
る
、
即
ち
故
な
く
ど
ん
な
事

と
も
分
ら
ず
に
皆
都
会
に
向
ふ
、
一
種
の
流
行
で
あ
る
」
、
「
流

行
と
云
ふ
老
は
お
か
し
な
老
で
、
是
非
善
悪
の
判
別
も
な
く
、

只
皆
夫
れ
を
や
る
の
で
あ
る
」
と
前
置
き
を
し
て
、
た
と
え
ば

「
今
は
都
会
時
代
で
都
会
熱
が
流
行
し
て
居
る
か
ら
、
吾
れ
も

人
も
都
会
へ
出
て
働
か
ふ
と
思
ふ
。
労
働
老
が
考
へ
る
に
は
田

舎
の
水
呑
百
姓
で
、
麦
飯
を
食
ふ
て
、
一
生
を
終
へ
る
よ
り
も
、

都
会
へ
出
て
大
に
儲
け
米
の
飯
を
食
は
ん
、
田
舎
に
く
す
ぼ
る

よ
り
は
と
云
ふ
考
で
都
会
へ
出
る
が
、
却
っ
て
都
会
の
煙
の
為
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に
く
す
ぽ
る
と
云
ふ
次
第
で
あ
る
L
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
、
傍

目
で
見
る
ほ
ど
都
会
は
よ
い
も
の
で
な
く
、
「
田
舎
」
の
方
が
よ

い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
述
べ
て
「
都
会

熱
」
を
さ
ま
そ
う
と
す
る
。
と
同
時
に
「
田
舎
」
の
変
わ
る
べ

き
必
要
も
説
く
。
「
実
に
田
舎
は
質
素
に
よ
り
て
立
つ
老
で
あ

る
か
ら
此
点
に
は
深
き
注
意
を
要
す
る
が
故
に
、
充
分
な
る
楽

し
み
を
与
へ
て
悪
い
方
に
向
け
ぬ
様
に
せ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
」
「
近

時
都
会
熱
の
甚
だ
盛
な
る
こ
と
も
、
所
詮
田
舎
に
楽
み
の
欠
け

て
居
る
事
が
一
大
原
因
だ
と
云
は
ね
ぱ
な
ら
ぬ
」
と
し
て
い
る

の
は
、
そ
う
し
た
例
の
一
つ
で
あ
る
。
都
会
の
風
に
染
ま
る
こ

と
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
農
村
・
農
民
の
方
も
変
わ
る

必
要
の
あ
る
二
と
を
指
摘
す
る
論
調
は
、
目
露
戦
後
に
特
徴
的

な
点
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
さ
ら
に
明
瞭
な
形
を
と
っ
て
現
れ
る
の
は
、
京
都
文

科
大
学
講
師
米
田
庄
太
郎
の
「
現
代
の
文
明
と
農
業
」
（
＝
一
五

号
、
一
九
一
〇
年
七
月
）
で
あ
る
。
米
田
は
「
段
々
田
舎
の
方

を
去
っ
て
都
会
に
移
る
人
が
多
い
、
又
田
舎
の
青
年
が
農
業
に

従
事
す
る
こ
と
を
嫌
ひ
、
商
工
業
に
転
ず
る
と
云
ふ
傾
向
が
非

常
に
強
く
な
っ
て
」
き
た
の
は
文
明
国
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ

っ
て
「
現
代
の
文
明
に
根
底
を
持
っ
て
居
る
現
象
で
あ
る
か
ら
、

之
れ
を
防
ぐ
に
は
な
か
く
一
寸
目
前
の
思
案
で
は
行
か
ぬ
一

と
指
摘
し
、
「
現
代
の
文
明
」
の
「
精
神
或
は
特
徴
」
と
し
て

「
個
人
の
自
由
を
重
ん
ず
る
」
こ
と
、
こ
の
「
自
由
」
と
は
法
の

下
の
平
等
、
「
思
想
及
び
信
仰
の
自
由
」
「
職
業
企
業
の
自
由
」

「
享
楽
の
自
由
」
「
協
力
の
自
由
」
で
あ
り
、
「
生
産
、
職
業
、
事

業
、
労
働
に
お
い
て
も
自
由
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
が
、

現
代
の
文
明
の
根
本
に
横
は
っ
て
居
る
精
神
」
で
あ
る
と
す
る
。

「
今
日
の
文
明
の
精
神
は
人
間
の
力
の
非
常
に
大
な
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
7
7

悟
ら
し
め
、
又
人
間
を
自
由
に
活
動
す
る
こ
と
を
ば
奨
励
し
て

お
る
が
」
「
田
舎
の
農
業
は
自
然
に
圧
服
さ
れ
て
す
る
仕
事
だ

か
ら
、
人
間
の
力
は
僅
か
し
か
認
め
ら
れ
な
い
」
。
「
今
日
の
教

育
は
人
問
の
力
を
大
い
な
ら
し
め
、
随
っ
て
人
間
の
自
由
の
活

動
を
ぱ
不
知
不
識
の
間
に
奨
励
し
て
居
る
か
ら
、
ど
う
も
田
舎

に
．
居
る
こ
と
が
嫌
に
な
っ
て
、
都
会
へ
出
て
発
達
し
た
い
こ
と

を
望
む
や
う
に
な
る
」
。
「
享
楽
の
自
由
は
田
舎
に
お
い
て
得
ら

れ
な
い
、
都
会
に
お
い
て
は
自
由
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
随

っ
て
一
度
其
の
感
化
を
受
け
た
老
が
田
舎
を
去
っ
て
都
会
へ
出

た
が
る
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
都
会
に
出
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て
学
校
に
通
っ
た
り
、
徴
兵
で
「
二
年
間
都
会
の
生
活
を
営
み
、

さ
う
し
て
享
楽
の
自
由
を
得
て
来
る
」
と
都
会
に
出
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
る
、
と
く
に
新
し
い
教
育
を
受
け
た
青
年
は
そ
う

な
る
の
だ
、
と
指
摘
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
文
明
」
の
下
で
農
業
は
ど
う
変
わ
り
農
村
は

ど
う
な
る
べ
き
か
の
議
論
は
こ
こ
で
は
捨
象
す
る
が
、
こ
の
論

が
画
期
的
な
の
は
、
近
代
化
・
資
本
主
義
化
の
根
底
に
あ
る

「
精
神
」
「
思
想
」
の
要
諦
が
人
間
の
「
自
由
」
や
「
発
達
」
に

あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
農
業
は
一
国

経
済
の
根
本
で
あ
る
と
か
、
良
兵
と
兵
糧
の
供
給
老
で
あ
る
と

か
、
都
市
の
退
廃
に
対
す
る
道
徳
と
醇
風
美
俗
の
擁
護
老
で
あ

る
と
か
、
田
園
生
活
こ
そ
が
人
問
の
最
も
理
想
的
な
生
活
様
式

で
あ
る
と
か
い
っ
た
説
得
で
は
力
に
な
ら
な
い
と
従
来
の
精
神

論
的
啓
蒙
活
動
を
一
蹴
し
、
農
村
・
農
民
を
都
市
の
影
響
か
ら

で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
、
前
近
代
的
な
状
態
に
押
し
込
め
よ
う
と

す
る
発
想
を
明
快
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え

方
は
、
日
露
戦
後
の
杜
会
思
潮
の
あ
り
か
た
を
よ
く
反
映
し
た

内
容
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
「
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」
思
潮
の
先
取
り
と
も
い
え
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
こ
の
論
説
は
こ
の
時
期
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
論
説
が
『
会
報
』
の
論
調
に
た
だ
ち
に
、
あ
る
い
は
全

面
的
に
反
映
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
論
を
ほ
ぼ
分
水

嶺
に
し
て
、
農
村
で
の
青
年
娯
楽
の
振
興
を
は
か
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
議
論
（
「
農
村
倶
楽
部
設
置
の
識
」
一
二
八
号
、
一
九

一
〇
年
一
〇
月
、
「
地
方
青
年
会
に
対
す
る
吾
人
の
要
求
」
二
一

九
－
二
二
〇
号
、
一
九
一
〇
年
一
一
－
一
二
月
な
ど
）
や
農
作

物
に
対
す
る
原
価
観
念
や
科
学
的
栽
培
法
を
導
入
し
て
農
業
経

営
の
近
代
化
を
は
か
る
べ
き
だ
と
す
る
議
論
（
「
間
違
一
束
」
一

三
一
号
、
一
九
一
〇
年
一
月
、
「
農
村
発
展
の
必
要
」
一
四
〇
－

一
四
一
号
、
一
九
二
年
一
〇
1
一
一
月
な
ど
）
の
登
場
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
都
市
の
発
展
に
対
抗
す
る
の
に
精
神
論
を
も

っ
て
す
る
よ
う
な
姿
勢
が
後
退
し
て
、
農
村
生
活
や
農
業
そ
の

も
の
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
に
新
た
な
実
体
的
魅
力
を

付
加
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
よ
り
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
論
説
の
意
義
は
大
き

い
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
と
く
に
明
治
「
四
十
二
年
に
至
り
日
露
戦
後
大
阪
市
は
漸
次
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膨
張
し
大
発
展
を
な
し
L
、
市
に
近
接
す
る
東
成
郡
下
市
村
で

は
「
年
を
逐
ふ
て
生
活
程
度
は
高
ま
り
中
農
以
下
は
如
何
に
農

業
に
従
事
す
る
と
も
諸
物
価
昂
騰
し
農
業
労
働
老
は
大
阪
市
に

吸
収
せ
ら
れ
」
、
一
八
九
〇
年
以
来
の
増
加
人
口
の
半
数
が
村

外
に
転
住
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
（
一
一
九
号
、
一
九
一
〇
年

一
月
）
、
都
市
の
影
響
が
さ
ら
に
強
ま
っ
た
時
期
に
あ
た
り
、
新

た
な
対
応
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

　
も
う
一
つ
、
こ
の
時
期
の
論
説
で
注
意
を
引
く
の
は
技
師
高

落
松
男
の
「
女
子
教
育
論
」
（
二
一
二
号
、
一
九
一
〇
年
四
月
）

で
あ
る
。
高
落
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
高
等
女
学
校
の
良
妻

賢
母
主
義
は
「
都
市
的
教
育
」
で
あ
り
、
「
総
て
都
会
の
紳
士
紳

商
の
家
庭
を
形
ら
ん
と
す
る
少
数
老
の
為
に
設
け
ら
れ
た
る
老

の
如
く
、
只
画
一
主
義
の
弊
害
を
見
る
の
み
で
」
「
所
詮
少
数
の

都
会
の
女
子
の
為
め
に
最
大
多
数
の
農
村
の
女
子
を
無
視
し

つ
㌧
あ
る
者
で
あ
る
、
一
般
の
農
村
女
子
に
対
し
て
都
会
的
女

子
教
育
を
施
し
つ
㌧
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
「
都
市
的
教
育

の
弊
は
、
架
空
に
駿
せ
、
迂
遠
に
駿
せ
、
虚
文
に
駿
せ
、
農
村

の
家
庭
に
は
不
用
な
る
、
否
寧
厄
介
な
る
一
種
の
不
生
産
的
人

物
を
養
成
す
る
が
故
に
彼
女
は
他
日
家
庭
を
形
つ
く
り
し
場
合

に
於
て
、
と
て
も
賢
母
良
妻
た
る
の
職
責
を
全
ふ
す
る
こ
と
を

得
な
い
事
は
明
ら
か
な
る
事
で
あ
る
L
「
妻
と
し
て
夫
の
従
事

す
る
農
業
に
何
等
の
好
尚
を
有
せ
ず
、
其
夫
の
居
住
す
る
農
村

に
何
等
の
趣
味
を
有
せ
ざ
る
者
が
、
果
し
て
充
分
に
其
夫
を
補

佐
す
る
事
が
出
来
よ
ふ
か
」
「
主
婦
と
し
て
己
が
情
の
動
く
に

任
せ
、
欲
の
走
る
に
委
し
て
、
勝
手
次
第
な
賛
沢
騎
著
を
悉

ま
㌧
に
し
、
只
消
費
す
る
を
知
り
て
生
産
す
る
事
を
知
ら
ざ
る

老
が
、
果
し
て
家
庭
経
済
を
能
く
調
合
按
排
す
る
事
が
出
来
よ

ふ
か
」
「
農
村
及
農
家
に
於
け
る
妻
と
し
て
、
主
婦
と
し
て
、
母

と
し
て
の
性
格
を
欠
如
し
、
眼
高
手
低
、
其
容
る
㌧
所
と
な
ら

ざ
る
を
知
る
や
、
さ
な
き
だ
に
都
会
に
狂
奔
せ
ん
と
す
る
の
念

は
益
々
燃
へ
て
、
遂
に
紳
士
、
紳
商
の
家
に
嫁
す
る
に
至
る
は
、

実
に
己
む
を
得
ぬ
事
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
思
へ
ぱ
斯
く
の
如
く

に
し
て
農
村
衰
頽
の
弊
を
助
長
す
る
事
は
、
誠
に
痛
嘆
す
可
き

事
で
あ
る
」
と
批
判
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
「
農
村
及
都
市
に

於
け
る
女
子
教
育
の
間
に
、
明
瞭
な
る
差
別
の
観
念
を
置
き
、

載
然
た
る
区
別
を
立
て
る
事
で
あ
る
。
為
し
得
れ
ば
、
農
村
及

農
業
を
立
場
と
す
る
女
学
校
が
欲
し
い
老
で
あ
る
」
と
主
張
す

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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「
今
女
子
教
育
を
享
け
た
る
者
あ
り
て
、
例
せ
ぱ
音
楽
に
堪

能
な
り
し
と
せ
よ
、
其
嫁
し
て
人
の
妻
と
な
る
や
、
彼
女
は
果

し
て
学
ぴ
し
所
を
用
ふ
る
に
足
る
乎
、
我
農
村
中
等
杜
会
の
家

庭
に
て
は
、
廉
価
な
る
楽
器
で
す
ら
容
易
に
購
ひ
得
な
い
今
日
。

の
状
態
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
す
れ
ぱ
、
こ
の
時
期

に
な
る
と
農
家
の
子
女
に
女
学
校
に
通
う
老
が
出
始
め
、
農
家

の
子
女
に
ふ
さ
わ
し
い
中
等
教
育
の
必
要
が
叫
ぱ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
高
落
の
次
の
よ
う
な
主
張
に
は
、
こ
の
時
期
の
婦
人

解
放
運
動
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
「
女
子
の
杜

会
上
に
於
け
る
勢
力
の
・
如
き
も
、
亦
是
女
子
が
職
業
を
有
す
る

と
有
せ
ざ
る
と
に
由
る
事
多
」
く
、
「
男
女
の
権
衡
宜
し
き
を
得

て
、
其
幸
福
を
全
ふ
す
る
は
、
寧
ろ
下
級
杜
会
で
あ
ツ
て
、
上

流
杜
会
の
如
き
は
、
其
貴
婦
人
往
々
涙
の
絶
ゆ
る
間
な
」
く
、

こ
の
違
い
は
一
方
が
「
職
業
を
有
し
て
其
夫
婦
と
共
に
稼
く
が
、

一
は
殆
ん
ど
厄
介
視
せ
ら
る
㌧
か
ら
あ
る
と
す
れ
ぱ
」
、
女
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
7

の
職
業
教
育
は
「
単
に
農
村
の
家
庭
を
形
づ
る
女
子
の
為
の
み

な
ら
ず
、
都
会
女
子
の
為
め
に
此
種
の
教
育
が
必
要
で
は
あ
る

　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
o

ま
」
カ
L
と

　
こ
の
他
に
も
地
主
の
自
作
を
呼
ぴ
か
け
る
も
の
な
ど
、
日
露

戦
争
前
と
同
様
の
論
説
（
「
農
村
に
於
け
る
一
道
の
暗
流
－

自
作
農
の
必
要
を
論
じ
地
主
の
猛
省
を
促
す
」
一
七
〇
号
、
一

九
一
四
年
六
月
）
な
ど
が
あ
る
が
省
略
し
た
。

　
以
上
の
三
論
説
は
時
代
の
思
潮
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
が
、

近
代
化
・
資
本
主
義
化
の
影
響
の
波
及
を
い
か
に
防
ぐ
か
と
い

う
日
露
戦
争
以
前
に
特
徴
的
な
発
想
が
影
を
潜
め
て
い
る
点
が

共
通
す
る
。
そ
れ
は
、
都
市
の
一
層
の
発
展
と
農
民
や
そ
の
子

弟
・
子
女
の
都
市
へ
の
移
動
が
、
こ
の
時
期
に
は
不
可
逆
的
な

現
象
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

四
ま
と
め
に
か
え
て

　
幕
藩
制
期
の
諸
制
約
の
撤
廃
と
近
代
化
・
資
本
主
義
化
の
展

開
を
経
た
日
清
・
日
露
戦
間
期
の
大
阪
府
下
の
農
村
で
は
、
衣

食
住
の
各
側
面
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
お
き
て
い
た
。

そ
れ
は
、
大
阪
市
近
郊
の
農
村
で
も
、
「
大
阪
府
の
極
北
」
に
位

置
す
る
農
村
1
と
い
う
よ
り
は
農
山
村
で
も
認
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
農
村
か
ら
都
市
に
人
が
流
れ
る
動
き
も
あ
り
、
そ
の

た
め
に
農
業
労
働
力
の
減
少
と
農
業
雇
用
労
賃
の
上
昇
が
現
れ
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て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
い
ず
れ
も
広
く
都
市
の
影
響

と
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
は
農
村
を
衰
退
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
日
清
・
日
露
戦
間
期
に
は
、
『
会
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
な

ど
で
も
、
農
村
を
衰
退
に
向
か
わ
せ
る
要
因
と
さ
れ
る
都
市
や

「
文
明
」
の
内
容
は
商
工
業
の
勃
興
に
と
ど
ま
ら
ず
、
貿
易
、
鉄

道
、
徴
兵
制
度
、
議
会
制
度
、
教
育
な
ど
の
広
い
範
囲
に
わ
た

り
、
近
代
化
・
資
本
主
義
化
の
進
展
そ
の
も
の
が
農
業
・
農

村
・
農
民
に
と
っ
て
は
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
も
た
ら
す
も
の

。
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
地
主
の
離
農
と
寄
生
化
に
対

し
て
も
批
判
の
矢
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
『
会
報
」
の
論
説
で

は
、
こ
れ
ら
の
悪
し
き
影
響
を
精
神
主
義
的
な
啓
蒙
に
よ
っ
て

回
避
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
る
。

　
日
露
戦
後
の
都
市
の
発
展
と
農
村
の
衰
退
の
一
層
の
進
行
は
、

一
方
で
は
、
女
子
中
等
教
育
へ
の
批
判
な
ど
の
よ
う
に
、
日
露

戦
前
期
に
も
見
ら
れ
た
男
子
教
育
へ
の
批
判
の
女
子
版
と
も
み

ら
れ
る
よ
う
な
論
考
を
生
み
出
し
、
女
子
の
教
育
水
準
の
上
昇

が
男
子
に
一
歩
お
く
れ
て
、
こ
の
時
期
に
よ
う
や
く
問
題
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、

他
方
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
都
市
批
判
と
農
村
擁
護
の
論
調
が
大

き
く
転
換
し
て
農
村
の
あ
り
方
に
も
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
前
老

を
い
わ
ぱ
量
的
な
拡
が
り
と
す
る
な
ら
、
後
老
は
じ
つ
に
質
的

な
転
換
と
呼
ぷ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
持
つ
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
「
女
子
教
育
論
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
女

性
の
「
勢
力
」
の
拡
犬
と
都
市
的
・
「
紳
士
紳
商
的
」
良
妻
賢
母

観
に
対
抗
す
る
農
村
的
・
「
平
民
的
」
良
妻
賢
母
観
の
登
場
は
、

新
し
い
時
代
の
息
吹
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で

は
こ
こ
に
も
質
的
な
転
換
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
変
化
は
、
日
清
・
日
露
戦
間
期
の
よ
う
な
方

法
で
は
都
市
の
影
響
を
防
ぐ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
農
業
界
の
中
に
も

夫
正
か
ら
昭
和
初
期
に
開
花
す
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
風
潮

が
す
で
に
こ
の
時
期
に
芽
吹
き
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

　
以
上
を
も
う
一
度
整
理
す
れ
ぱ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
日
清
戦
後
か
ら
第
一
次
大
戦
前
ま
で
の
都
市
的
影
響
は
地
主
、

小
作
を
問
わ
ず
広
い
意
味
で
の
「
都
会
熱
」
と
し
て
農
村
杜
会
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に
発
現
し
た
。
衣
食
住
で
の
変
化
は
も
と
よ
り
、
地
主
層
の
自

作
か
ら
の
撤
退
や
商
工
業
へ
の
進
出
、
農
民
諸
階
層
の
農
外
就

業
へ
の
志
向
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
都
会

熱
」
の
原
因
に
は
、
地
主
制
下
の
農
業
の
薄
利
性
と
い
っ
た
経

済
的
要
因
だ
け
で
な
く
、
労
働
強
度
や
労
働
の
規
則
性
と
い
っ

た
労
働
の
性
格
、
衣
食
住
か
ら
娯
楽
の
有
無
に
ま
で
及
ぶ
生
活

様
式
、
個
人
の
「
自
由
」
や
「
発
達
」
の
可
能
性
の
大
小
な
ど
、

経
済
的
側
面
に
還
元
し
き
れ
な
い
部
分
が
含
ま
れ
る
。

　
「
都
会
熱
」
の
原
因
が
都
市
と
農
村
と
の
こ
の
よ
う
な
多
様

な
違
い
に
求
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
こ
の
諸
要
因
は
い
ず
れ
も
、

一
方
で
は
封
建
的
・
身
分
的
制
約
が
法
制
度
的
に
は
撤
廃
さ
れ
、

他
方
で
は
近
代
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
時
代
的
背
景
に

起
因
す
る
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
農
村
の
労
働
力
が
都
市
へ

流
入
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
あ
る
い
は
農
村
労
働
力
を
都
市
へ

押
し
出
そ
う
と
す
る
力
は
、
地
域
的
な
強
弱
は
あ
る
に
し
て
も
、

近
代
化
の
進
行
と
併
存
し
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
上
記
の
諸
要
因
に
対
し
て
は
、
日
露
戦
前
期
に
は
、

近
代
化
を
否
定
し
、
あ
る
い
は
近
代
化
の
波
か
ら
農
村
・
農
民

を
隔
離
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
生
じ
さ
せ
、
日
露
戦
後
に
な
っ

て
近
代
化
が
否
定
し
が
た
い
動
き
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
と
、
農
村
生
活
や
農
業
経
営
を
多
少
な
り
と
も
近
代
化
の
進

展
に
照
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
主
張
を
生
む
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
景
に
は
、
日
本
の
近
代
化
・
資
本
主

義
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
農
民
の
意
識
や
生
活
上
の
変
化

が
存
在
す
る
。
こ
の
変
化
が
、
日
露
戦
前
期
に
認
識
さ
れ
た
よ

う
に
地
主
制
と
敵
対
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
日
本
杜
会
の
近

代
化
・
資
本
主
義
化
は
、
前
近
代
的
要
素
を
存
立
の
重
要
な
基

盤
と
す
る
地
主
制
と
敵
対
的
な
性
格
を
内
包
し
て
い
た
と
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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本
号
は
佐
々
木
潤
之
介
先
生
の
退
官
を
記
念
す
る
論
文
・
研
究

ノ
ー
ト
と
投
稿
論
文
一
本
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
先
生
は
、
軍
役
論
・
幕
藩
制
国
家
論
・
豪
農
論
・
幕
末
社
会
論

な
ど
に
よ
り
近
世
史
研
究
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

　
先
生
は
院
生
を
研
究
者
と
し
て
遇
し
、
各
自
の
問
題
関
心
や
課

題
意
識
を
あ
く
ま
で
も
尊
重
し
な
が
ら
、
対
等
な
研
究
者
と
し
て

忌
揮
の
な
い
、
時
に
は
厳
し
い
意
見
や
批
判
を
さ
れ
ま
し
た
。
親

身
な
こ
指
導
と
あ
わ
せ
、
情
に
厚
く
気
さ
く
な
お
人
柄
は
、
私
た

ち
を
魅
き
つ
け
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
先
生
の
一
層
の
こ
活
躍
と
ご
健
康
を
お
祈
り
し
、
あ
わ
せ
て
変

わ
ら
ぬ
ご
指
導
を
お
願
い
申
し
あ
げ
て
、
謝
辞
と
致
し
ま
す
。
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