
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

は
じ
め
に

樋
口
一
葉
の
「
十
三
夜
」（
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
一
巻
第
十
二
編
臨
時
増
刊
「
閨
秀
小
説
」
明
治

二
十
八
年
・
十
二
月
）
は
、
お
関
と
い
う
不
幸
な
女
性
の
〈
家
出
〉
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
旧
暦

十
三
夜
に
、
お
関
は
婚
家
か
ら
実
家
に
飛
び
出
し
、
そ
し
て
僅
か
の
時
間
内
で
ま
た
実
家
か
ら
婚
家

へ
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
日
、
彼
女
の
行
動
に
は
明
治
女
性
の
宿
命
が
再
現
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

私
達
は
明
治
に
お
け
る
〈
家
〉、
そ
こ
に
生
き
る
〈
人
間
〉
か
ら
歴
史
的
制
限
、
時
代
に
よ
っ
た
感

傷
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

作
品
に
お
い
て
、「
恋
女
房
」
で
あ
る
お
関
に
対
す
る
勇
の
言
葉
の
暴
力
と
抑
圧
の
行
使
に
、
近

代
的
な
核
家
族
と
い
う
愛
の
共
同
体
の
神
話
は
完
全
に
解
体
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
嫁
い
だ
お
関
か
ら

何
の
貢
ぎ
物
も
望
ま
な
い
よ
う
に
、
没
落
し
た
実
家
の
親
は
一
見
潔
癖
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ

の
背
後
に
は
婿
を
通
し
て
斎
藤
家
を
再
興
し
よ
う
と
す
る
大
き
な
打
算
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

お
関
の
不
幸
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
二
元
論
的
な
現
象
を
呈
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、

自
主
性
や
自
覚
性
の
欠
如
す
る
封
建
社
会
に
生
き
る
女
性
に
共
通
す
る
悲
哀
で
あ
る
お
関
の
態
度
が

婚
姻
の
悲
劇
を
ま
ね
い
た
、
と
い
う
手
厳
し
い
批
判
と
、
お
関
は
自
己
を
犠
牲
に
す
る
美
徳
を
備
え

た
女
性
だ
、
と
深
い
同
情
を
寄
せ
る
感
慨
の
二
方
向
の
評
価
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
不
幸
を
彼
女

の
個
人
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
作
品
の
冒
頭
で
語
ら
れ
た
よ
う
に
、「
よ
ろ
よ
ろ
」
と
登
場
し
た
お
関
に
は
、「
引
き
裂

か
れ
た
苦
悶) 1

(

」
が
あ
り
、
彼
女
に
は
そ
の
苦
悶
を
乗
り
越
え
る
力
が
な
い
。「
斉
藤
主
計
の
娘
」、「
亥

之
助
の
姉
」
に
「
原
田
勇
の
妻
」、「
太
郎
の
母
」
と
い
う
四
つ
の
役
割
が
彼
女
の
一
身
に
は
課
さ
れ

て
お
り
、
彼
女
は
家
族
か
ら
の
多
様
な
注
文
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
お
関
は
〈
自

己
を
殺
さ
〉
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
こ
で
お
関
が
強
い
ら
れ
た
苦
悶
、
そ
し
て
彼
女
の
不
幸

は
、
果
た
し
て
個
人
的
な
問
題
に
止
ま
る
も
の
な
の
か
。

資
本
と
権
力
を
一
体
化
し
、
近
代
を
具
象
化
し
た
原
田
勇
の
到
来
を
発
端
と
し
て
、
お
関
の
不
幸

は
始
ま
っ
た
。
彼
女
の
不
幸
と
相
ま
っ
て
、
斎
藤
家
や
高
坂
家
の
運
命
が
転
覆
し
て
い
く
。
勇
は
直

接
作
品
に
登
場
し
て
い
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
存
在
こ
そ
「
十
三
夜
」
の
世
界
を
成
り
立
た
せ

「
十
三
夜
」
論

―

近
代
を
め
ぐ
る
言
説―

張＊　
　
　

晋　

文

る
も
の
だ
。
勇
の
〈
不
在
〉
と
〈
存
在
〉
の
間
に
横
た
わ
っ
た
亀
裂
は
、
ま
さ
に
、
明
治
日
本
に
お

け
る
本
当
の
意
味
の
〈
近
代
〉
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
る
。

明
治
に
お
い
て
は
、
天
皇
制
家
族
国
家
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
家
父
長
制
が
強
化
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
近
代
の
資
本
制
は
結
局
国
家
の
家
父
長
制
に
内
包
さ
れ
、〈
近
代
〉
が
国
家
の
欲

望
を
隠
蔽
す
る
装
置
と
な
っ
て
し
ま
う
。
本
論
で
は
、「
十
三
夜
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
取
り
扱
い
、

お
関
の
不
幸
と
い
う
歴
史
的
な
叙
述
を
通
し
て
、
近
代
家
父
長
制
の
力
と
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
検
討
し
な
が
ら
、
明
治
日
本
に
お
け
る
〈
近
代
〉
そ
の
も
の
を
探
求
す
る
こ

と
を
試
み
た
い
。

一
、
幻
想
の
上
に
成
り
立
つ
核
家
族

　

「
十
三
夜
」
に
お
け
る
お
関
と
い
う
不
幸
な
女
性
像
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研

究
に
お
い
て
概
し
て
二
種
類
の
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。
以
下
、
代
表
的
な
も
の
を
引
用
す
る
。

Ⅰ
、
お
関
の
ほ
ん
と
う
の
不
幸
は
、
そ
れ
が
夫
の
側
の
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
、
彼
女
の
側
の

問
題
と
し
て
ま
っ
た
く
反
省
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
あ
っ
た

）
2
（

。

Ⅱ
、
お
関
の
主
体
性
の
な
さ
、
そ
れ
は
も
は
や
暗
愚
と
呼
ん
で
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。（
中
略
）
お
関
の
不
幸
の
原
因
の
多
く
が
、
彼
女
の
暗
愚
さ
に
あ
っ
た
こ
と
は
否

め
な
い) 3

(

。

Ⅲ
、「
死
ん
だ
気
」
で
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
決
意
は
そ
れ
な
り
に
主
体
的
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
人
形
妻
に
近
い
忍
従
の
生
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
選
択
が
没
主
体
的
だ
と
は
決
し
て

言
い
切
れ
な
い) 4

(

。

Ⅳ
、『
十
三
夜
』
で
は
、
舅
姑
、
小
姑
は
登
場
せ
ず
、
お
関
が
身
の
不
幸
を
感
じ
て
離
縁
を
思

い
切
る
理
由
は
偏
に
夫
原
田
勇
と
の
関
係
に
求
め
ら
れ
、
お
関
の
不
幸
は
常
套
的
な
制
度
に
よ

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
お
関
の
不
幸
／
明
治
社
会
／
家
父
長
制
／
近
代
日
本
／
国
家
の
欲
望

＊
平
成
一
九
年
度
生　

比
較
社
会
文
化
学
専
攻

３―１
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「
十
三
夜
」
論

る
も
の
か
ら
、
よ
り
個
人
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る) 5

(

。

こ
の
よ
う
に
、
お
関
の
不
幸
を
め
ぐ
っ
て
は
、
彼
女
の
個
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
取
り
扱
お
う
と
す
る
も

の
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
二
元
論
的
な
解
釈
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
以
下
、
作
品
表
現

に
即
し
て
原
田
夫
婦
の
不
和
を
あ
ら
た
め
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

若
い
高
級
官
吏
の
原
田
勇
が
求
め
よ
う
と
す
る
妻
は
、
美
人
と
い
う
要
素
を
除
け
ば
、「
教
育
の

あ
る
」、「
相
談
の
で
き
る
」、「
子
育
て
の
で
き
る
」
も
っ
ぱ
ら
近
代
的
な
理
想
像
で
あ
る
。
ま
た
、

当
初
、
没
落
し
た
旧
士
族
の
娘
、
お
関
に
一
目
ぼ
れ
し
た
勇
が
身
分
柄
な
ど
を
一
切
問
わ
ず
に
た
め

ら
う
こ
と
な
く
結
婚
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
彼
が
近
代
的
な
新
し
い
核
家
族
を
想
定
し
て
い
る
か
ら

だ
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
婚
は
わ
ず
か
半
年
ば
か
り
の
幸
福
の
後
、
勇
は
「
丸
で
御
人

が
変
」
っ
て
し
ま
う
。

勇
の
社
会
的
地
位
か
ら
見
れ
ば
、
彼
は
近
代
的
な
教
育
そ
の
も
の
を
よ
く
分
か
っ
た
人
間
で
あ
っ

た
は
ず
だ
が
、
と
す
れ
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
、
現
実
に
お
け
る
「
教
育
の
な
い
」
妻
と
の
間
に
大
き
な

ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
随
分
学
者
」
と
称
賛
さ
れ
た
勇
で
も
「
芸
者
狂
ひ
」
や
「
囲

い
者
」
を
し
、「
五
日
六
日
家
を
明
く
る
は
平
常
の
事
」
だ
。
彼
が
お
関
を
「
愚
う
た
ら
の
奴
」
と
罵
っ

た
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
理
想
の
妻
像
が
現
実
の
妻
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
止
む
を
得
ず
に
為
さ
れ
た
行
為
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
勇
の

近
代
的
核
家
族
の
家
長
と
し
て
の
開
明
と
自
律
は
、
あ
く
ま
で
も
妻
な
る
人
へ
の
期
待
の
上
に
成
り

立
つ
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
物
の
道
理
を
得
た
」
と
言
わ
れ
た
勇
が
、「
ま
だ
私
の
手
よ
り
外
誰
れ
の
守
り
で
も
承
諾
せ
ぬ
ほ

ど
」
の
太
郎
と
お
関
の
切
っ
て
も
切
れ
な
い
母
子
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
い
は
ゞ
太
郎
の
乳
母
と

し
て
置
い
て
遣
は
す
」
と
妻
を
嘲
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
恋
女
房
」
の
お
関
は
原
田
家
に
お

い
て
、
男
女
同
権
は
お
ろ
か
、
一
夫
一
婦
制
に
お
け
る
正
当
な
妻
な
り
の
権
利
を
抹
殺
さ
れ
る
の
み

な
ら
ず
、
母
親
と
し
て
の
権
利
も
完
全
に
奪
わ
れ
る
。

勇
の
世
界
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
お
関
は
抑
圧
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
女
は
夫
が
「
苦

し
め
て
苦
し
め
て
苦
し
め
抜
」
く
の
に
対
し
て
、「
詫
て
機
嫌
を
取
つ
て
、
何
で
も
無
い
事
に
恐
れ
い
」

る
態
度
を
取
り
、「
他
処
行
に
は
衣
類
に
も
気
を
つ
け
て
、
気
に
逆
ら
は
ぬ
や
う
心
が
け
」
て
い
る
。

家
庭
を
か
え
り
み
な
い
、
横
暴
を
極
め
る
夫
に
対
し
て
、
お
関
は
少
し
で
も
そ
の
眼
に
止
ま
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
彼
女
な
り
の
努
力
を
尽
く
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
「
素
よ
り
華
族
女
学

校
の
椅
子
に
か
ゝ
つ
て
育
つ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
、
自
分
の
裁
量
が
夫
の
理
想
か
ら
遠
く
離
れ
た

こ
と
を
自
認
し
、
ま
た
、
実
家
の
「
両
親
に
奏
任
の
聟
が
あ
る
身
と
自
慢
さ
せ
」
る
孝
行
心
に
よ
っ

た
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
自
我
の
解
放
を
求
め
よ
う
と
す
る
に
当
た
っ
て
、「
何
も
知
ら

ぬ
太
郎
が
、
片
親
に
成
る
か
」
と
子
の
こ
と
に
不
安
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
愛
情
か
ら
発
し
た
忍
耐

で
も
あ
る
。
実
際
、
夫
に
対
し
て
彼
女
は
「
あ
の
御
方
は
鬼
で
御
座
り
ま
す
る
」
と
人
間
的
な
感
情

か
ら
の
切
実
な
認
識
を
持
つ
一
方
、「
名
の
み
立
派
の
原
田
勇
」
と
理
性
か
ら
生
ま
れ
た
明
確
な
判

断
を
持
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
妻
に
対
し
て
、
勇
は
「
張
も
意
気
地
も
な
い
愚
う
た
ら
の
奴
」
と
、
罵
る
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
れ
は
彼
が
妻
の
〈
無
知
〉
を
憂
い
な
が
ら
、
自
分
の
期
待
に
沿
う
よ
う
な
妻
の
必
要
性
を
痛
感
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
近
代
教
育
を
受
け
た
勇
は
妻
の
〈
無
教
育
〉
を
理
由
に
彼

女
を
酷
く
卑
し
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
卑
し
め
ら
れ
た
妻
の
忍
従
を
全
面
的
に
享
受
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
彼
の
家
長
な
り
の
支
配
力
を
一
層
強
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
勇
の
姿
か
ら
は
、
近
代
的

な
開
明
に
啓
発
さ
れ
た
は
ず
の
知
見
が
一
切
見
出
さ
れ
ず
、
そ
の
か
わ
り
に
現
実
と
遠
く
離
れ
た
幻

想
の
世
界
に
捕
ら
わ
れ
た
未
熟
さ
だ
け
が
明
白
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
明
治
天
皇
の
勅
任
に
よ

る
奏
任
官
と
い
う
身
分
と
、
し
か
し
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
実
と
の
落
差
が
見
出
さ
れ
る
。
と

す
る
な
ら
、
そ
の
内
実
を
改
め
て
注
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
勇
が
求
め
よ
う
と
す
る
近

代
的
な
核
家
族
を
可
視
化
で
き
る
よ
う
に
、
明
治
に
お
け
る
〈
妻
〉、〈
母
〉
の
役
割
に
つ
い
て
の
言

説
を
見
て
い
き
た
い
。

明
治
の
〈
妻
〉、〈
母
〉
を
取
上
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、〈
良
妻
賢
母
〉
と
い
う
言
葉
が
想
起
さ
れ
る
。

そ
の
言
葉
の
意
味
を
十
分
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
江
戸
期
に
お
け
る
女
子
教
育
を
少
し
辿
っ
て
み

よ
う
。
以
下
、
小
山
静
子
氏) 6

(

の
論
考
を
引
用
す
る
。

女
今
川
系
、
女
実
語
教
系
、
女
大
学
系
と
い
う
編
集
方
法
や
内
容
の
相
違
と
は
関
係
な
し
に
、

い
ず
れ
も
子
を
育
て
、
教
育
す
る
母
と
し
て
の
徳
目
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
あ
る

の
は
も
っ
ぱ
ら
妻
と
し
て
、
嫁
と
し
て
の
徳
目
で
あ
っ
た
。

右
の
説
明
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
江
戸
期
の
女
子
教
育
に
お
い
て
は
、〈
良
妻
賢
母
〉
よ
り
は
〈
良
妻
〉

だ
け
の
役
割
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
期
ま
で
の
女
子
教
育
は
、
根
本
的
に
儒
教
思
想

体
系
と
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
儒
教
思
想
に
お
い
て
、〈
良
妻
賢
母
〉
と
い
う
言
葉
は
存
在
せ
ず
、

長
い
間
唱
え
ら
れ
て
き
た
の
は
〈
賢
妻
良
母
〉
で
あ
る
。
漢
字
〈
賢
〉
と
〈
良
〉
と
は
そ
れ
ぞ
れ
意

味
自
体
に
か
な
り
の
差
が
あ
り
、〈
賢
〉
は
〈
良
〉
よ
り
遥
か
に
上
位
に
あ
る
。
即
ち
、
儒
教
思
想

に
お
い
て
、
底
辺
に
置
か
れ
る
愚
か
な
女
に
男
児
を
育
て
る
大
任
を
任
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
女
性

の
対
家
族
の
役
割
の
序
列
で
い
え
ば
、〈
母
〉
よ
り
〈
妻
〉
が
先
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
と
相
ま
っ

て
「
子
不
孝
父
之
過
」
と
い
う
概
念
は
長
い
間
儒
教
思
想
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
初
期
か
ら
〈
脱
亜
入
欧
〉
の
目
的
意
識
の
も
と
で
、
男
女
同
権
論
や
一
夫
一
婦

制
が
主
張
さ
れ
つ
つ
、
良
妻
賢
母
主
義
が
唱
え
ら
れ
初
め
た
。
そ
れ
は
、
左
に
引
用
す
る
「
妻
妾

３―２
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」
か
ら
見
ら
れ
る
。

女
子
人
ノ
妻
ト
為
リ
家
ヲ
治
る
や
其
責
既
ニ
軽
カ
ラ
ス
、
而
シ
テ
又
ソ
ノ
人
ノ
母
ト
為
リ
子
ヲ

教
ル
ヤ
其
任
実
ニ
難
且
重
ト
云
フ
ヘ
シ
。（
中
略
）
子
ノ
母
に
於
ル
ハ
恰
モ
写
真
鏡
ノ
物
質
ニ

応
ス
ル
カ
如
シ
。（
中
略
）
故
ニ
、
子
ノ
性
質
ノ
美
ナ
ラ
ン
ヲ
欲
セ
ハ
其
母
タ
ル
者
還
タ
須
ラ

ク
ウ
ヲ
全
ウ
セ
サ
ル
可
ラ
ス
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
的
な
核
家
族
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
男
児
の
教
育
に
お
け
る
女
性
の
役
割
を

全
く
認
め
な
い
儒
教
思
想
と
の
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
新
た
に
女
性
の
教
養
、
母
の
存
在
の
意
味

を
重
視
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
近
代
的
に
再
構
築
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の

で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
明
治
中
期
以
降
、
国
家
体
制
が
整
う
に
つ
れ
て
、
天
皇
制
家
族
国
家
主
義

の
形
成
と
い
う
近
代
日
本
最
大
の
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
傾
向
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を

再
編
成
さ
せ
た
。
そ
れ
は
左
記
の
三
輪
田
真
佐
子
の
発
言) 8

(

に
見
出
さ
れ
る
。

然
れ
ど
も
、
熟
考
ふ
る
に
、
女
子
の
、
閨
門
を
離
れ
ず
し
て
、
内
事
に
従
ふ
は
、
男
女
の
天
性

よ
り
、
自
然
分
業
の
本
分
な
り
。（
中
略
）
彼
の
三
従
の
道
も
、
能
く
〳
〵
分
析
す
れ
ば
、
女

子
は
、
世
路
難
の
労
を
、
剛
骨
な
る
男
子
に
譲
り
、（
中
略
）
蓄
妾
、
及
、
七
去
の
責
、
殊
に
、

子
無
け
れ
ば
去
る
は
、
男
子
の
非
道
な
る
所
以
に
し
て
、
寧
、
我
々
女
子
の
徳
望
を
高
め
、
同

情
を
深
う
す
る
利
益
あ
る
も
の
に
し
て
、
焉
ぞ
、
憂
ふ
る
に
足
ら
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
初
期
に
主
張
さ
れ
た
〈
良
妻
賢
母
〉
が
女
子
無
能
の
封
建
意
識
を
打
ち
破
る
積

極
的
な
意
味
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
明
治
中
期
以
後
高
唱
さ
れ
た
〈
良
妻
賢
母
〉
は
女
性
の
教
養
を

要
請
し
つ
つ
も
、
古
来
の
女
性
の
献
身
を
も
賞
賛
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
越
愛
子
氏
は
示
唆

的
な
分
析
を
示
し
て
い
る
。

従
来
の
よ
う
に
女
性
を
卑
し
む
故
に
女
性
の
献
身
を
当
然
視
す
る
の
で
は
な
く
、
女
性
に
徳
が

あ
る
と
す
る
故
に
女
性
の
献
身
を
賞
揚
し
て
い
く
言
説
戦
略
が
と
ら
れ
た) 9

(

。

す
な
わ
ち
、
明
治
中
期
以
来
の
〈
良
妻
賢
母
〉
は
、
新
し
い
近
代
的
な
核
家
族
に
お
い
て
も
、
相
変

わ
ら
ず
封
建
的
な
家
父
長
制
か
ら
離
脱
で
き
な
い
が
故
に
、
家
父
長
へ
の
絶
対
的
な
服
従
を
強
い
る

も
の
で
あ
る
。
女
性
の
無
言
の
承
従
を
要
請
す
る
欲
望
と
い
う
男
性
を
唯
一
の
規
範
に
見
な
す
封
建

社
会
の
特
徴
は
、
明
治
社
会
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
踏
襲
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
欲
望
は
〈
近
代
〉

と
い
う
表
向
き
の
指
針
に
よ
っ
て
、
従
来
の
そ
れ
よ
り
遥
か
に
膨
張
さ
れ
、
美
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

作
品
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
ま
で
も
勇
に
支
配
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
お
関
は
私
的
感
情
を
抑
圧
し
な
が
ら
原
田
家
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
忍
従
を
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
彼
女
が
〈
女
〉
で
あ
る
か
ら
だ
。
作
品
に
お
い
て
、「
我
慢
し
て
私

は
何
も
言
葉
あ
ら
そ
ひ
し
た
事
も
御
座
ん
ま
せ
ぬ
（
中
略
）
よ
し
や
良
人
が
芸
者
狂
ひ
な
さ
ろ
う
と

も
、
囲
い
も
の
し
て
御
置
き
な
さ
ら
う
と
も
其
様
な
事
に
悋
気
す
る
私
で
も
な
く
」
と
、
彼
女
は
親

の
前
で
自
分
の
言
動
が
〈
妻
〉
と
し
て
の
常
識
規
範
か
ら
外
れ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す

る
。
彼
女
の
強
調
に
現
わ
れ
る
〈
暗
愚
〉
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
個
的
意
識
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、

後
に
教
育
さ
れ
た
結
果
な
の
だ
。
そ
の
常
識
規
範
に
従
う
か
ぎ
り
、
女
性
の
生
活
体
験
は
常
に
重
層

し
た
重
荷
を
背
負
い
、
そ
の
成
長
は
常
に
分
裂
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
近
代
的
な
核
家
族
を
期
待
す
る
勇
は
、〈
良
妻
賢
母
〉
と
い
う
好
都
合
な
も
の
を
秩

序
と
し
、
妻
に
様
々
な
注
文
を
要
請
し
な
が
ら
も
、
彼
女
の
私
的
表
現
を
失
語
さ
せ
、
彼
女
の
主
体

性
を
喪
失
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
関
は
〈
妻
〉、〈
母
〉
の
い
ず
れ
に
し
て
も
失
格
と
さ
れ
、
無

力
な
立
場
に
転
落
さ
せ
ら
れ
る
。
勇
の
幻
想
そ
の
も
の
は
、
お
関
に
と
っ
て
、
欲
望
と
抑
圧
を
交
錯

し
た
よ
う
な
暗
黒
の
世
界
で
あ
り
、
彼
に
期
待
さ
れ
た
妻
像
は
現
実
不
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

〈
近
代
〉
を
建
前
に
、
現
実
を
乖
離
し
、
女
性
へ
の
要
請
を
膨
張
さ
せ
る
明
治
社
会
に
お
け
る
近
代

的
な
核
家
族
は
、
男
性
規
範
に
よ
っ
た
私
的
欲
望
及
び
そ
の
矛
盾
に
満
ち
た
文
化
ロ
ジ
ッ
ク
に
基
づ

い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
女
性
を
ぬ
き
に
し
た
と
こ
ろ
で
封
建
的
な
家
父
長
制
が
さ
ら
に
飛
躍

し
た
企
み
で
あ
り
、
明
治
〈
近
代
〉
に
お
け
る
空
洞
な
幻
想
を
可
視
化
で
き
る
一
つ
の
社
会
的
着
眼

点
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

二
、
切
断
さ
れ
た
家
族
の
絆

十
三
夜
の
日
に
、
息
子
へ
の
愛
情
、
及
び
「
此
身
一
つ
の
心
か
ら
出
世
の
真
」
の
全
て
を
原
田
家

に
置
い
た
ま
ま
、
お
関
は
実
家
へ
向
か
う
。
元
来
、
旧
暦
十
三
夜
の
世
俗
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

金
銭
の
量
や
功
利
性
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
懐
か
し
い
実
家
の
温
か
な
人
間
関
係
の
象
徴
と

い
う
べ
き
時
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
家
族
と
い
う
小
さ
な
共
同
体
の
持
つ
親
和
力
＝
き
ず
な
が

い
っ
そ
う
強
ま
る
夜
で
あ
っ
た
の
で
あ
る)10

(

。

と
す
る
と
、
そ
の
日
に
な
さ
れ
た
〈
家
出
〉
は
、
そ
の
背
後
に
、
自
己
の
帰
属
を
求
め
、
苦
し
み
の

中
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
不
幸
な
女
性
の
望
み
が
宿
っ
て
い
よ
う
。
実
家
に
戻
っ
て
き
た
お
関
に

向
か
っ
て
母
親
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

人
の
見
る
目
も
立
派
な
ほ
ど
（
中
略
）
兎
も
角
も
原
田
の
妻
と
名
告
て
通
る
気
骨
の
折
れ
る
事

も
あ
ろ
う
（
中
略
）
里
方
が
此
様
な
身
柄
で
は
猶
更
の
こ
と
人
に
侮
ら
れ
ぬ
や
う
の
心
懸
け
も

し
な
け
れ
ば
成
る
ま
じ

３―３
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こ
こ
で
母
親
は
、
奏
任
官
に
嫁
に
行
っ
た
娘
の
出
世
に
伴
う
種
々
の
苦
労
を
想
像
し
得
た
よ
う
な
同

情
を
示
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
娘
の
婚
家
の
門
前
を
通
る
た
び
に
、
母
親
は
そ
の
身
分
を
象
徴
す
る

「
木
綿
着
物
」、「
毛
繻
子
の
洋
傘
」
な
ど
を
卑
屈
に
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
し
、
娘
を
「
思
ひ
や

る
ば
か
り
」
で
、
結
局
「
行
過
ぎ
て
仕
舞
ま
」
う
。
つ
ま
り
、
親
と
し
て
、
娘
の
出
世
か
ら
得
た
満

足
を
大
い
に
喜
ぶ
一
方
、
そ
の
出
世
が
も
た
ら
し
た
甚
だ
し
い
苦
し
み
に
直
面
す
る
勇
気
は
な
い
。

斎
藤
家
は
身
分
の
序
列
や
資
本
の
所
有
に
よ
っ
て
高
い
価
値
を
取
得
し
た
原
田
勇
と
い
う
ま
っ
た

く
未
知
の
人
物
の
求
婚
を
受
け
入
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
原
田
夫
婦
の
間
に
は
激
し
い
格
差
が

構
成
さ
れ
、
お
関
の
婚
姻
に
大
き
な
危
険
性
を
潜
在
さ
せ
る
。
母
親
の
言
葉
に
は
、
そ
れ
ら
不
幸
を

及
ぼ
す
顕
著
な
要
素
を
無
視
す
る
斎
藤
家
に
お
け
る
娘
の
人
生
に
対
す
る
無
責
任
な
対
応
が
反
映
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
関
良
一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
夫
と
な
る
べ
き
人
間
、
嫁
い
で

ゆ
く
家
庭
に
た
い
し
て
何
の
理
解
も
な
く
、
た
だ
強
引
な
求
婚
に
屈
服
し
た―

と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
娘
の
出
世
を
よ
ろ
こ
ん
だ
で
あ
ろ
う
両
親
の
態
度
」
な
の
で
あ
る)11

(

。

結
婚
後
間
も
な
く
原
田
夫
婦
の
間
に
起
き
た
厳
し
い
不
和
は
、
お
関
の
不
幸
に
転
換
さ
れ
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
の
満
足
を
破
壊
し
な
い
よ
う
に
、
お
関
は
悲
し
み
を
自
ら
の
内
面
に
抑

え
つ
つ
、
表
向
き
皮
肉
な
劇
を
演
じ
て
見
せ
る
。
だ
が
、
実
家
に
戻
る
際
の
「
例
は
威
勢
よ
き
」
姿

と
、
十
三
夜
の
「
無
理
に
笑
顔
は
作
り
な
が
ら
底
に
萎
れ
し
処
の
」
あ
る
姿
と
の
間
に
は
亀
裂
が
生

じ
た
。

お
関
の
結
婚
生
活
に
お
け
る
並
々
な
ら
ぬ
苦
労
に
対
し
て
、
母
親
は
直
接
そ
の
真
相
を
聞
こ
う
と

は
せ
ず
、
か
わ
り
に
「
お
前
に
如
才
は
有
る
ま
い
け
れ
ど
此
後
と
も
原
田
さ
ん
の
ご
機
嫌
の
好
い
や

う
に
（
中
略
）
亥
之
が
行
末
を
も
お
頼
み
申
し
て
お
呉
れ
」
と
、
息
子
の
た
め
に
、
お
関
へ
念
を
押

す
の
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
。
松
下
浩
幸
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
左
記
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

か
つ
て
、
同
じ
〈
嫁
〉
と
し
て
の
苦
悩
を
所
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
母
親
に
も
、
家
父
長
制
の

〈
家
〉
の
概
念
は
、
決
し
て
崩
れ
る
こ
と
な
く
強
固
に
現
前
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た)12

(

と
す
る
な
ら
、「
自
然
と
し
て
の
母
性
は
制
度
と
し
て
の
母
性)13

(

」
へ
吸
い
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

事
実
、
母
親
の
娘
へ
の
同
情
に
対
し
て
、
父
親
は
「
馬
鹿
、
馬
鹿
（
中
略
）
女
な
ど
ゝ
言
ふ
者
は

何
う
も
愚
痴
で
、
お
袋
な
ど
詰
ら
ぬ
事
を
言
ひ
出
す
か
ら
困
り
切
る
」
と
無
理
に
止
め
な
が
ら
、「
骨

が
折
れ
る
か
ら
と
て
夫
れ
丈
の
運
の
あ
る
身
な
ら
ば
堪
へ
ら
れ
ぬ
事
は
無
い
は
ず
」
と
、
勇
へ
の
屈

服
を
容
赦
な
く
娘
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
親
の
言
動
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
女

性
の
権
力
を
排
除
す
る
家
父
長
制
に
お
い
て
、
母
性
の
無
力
が
著
し
く
現
わ
れ
る
一
方
、
自
ら
進
ん

で
こ
の
制
度
に
参
入
し
よ
う
と
す
る
母
性
の
歪
み
も
窺
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
両
親
の
前
で
お
関
は
「
再
び
言
ひ
そ
び
れ
」
て
し
ま
う
。
実
家
に
お
い
て
も
、
お
関

が
こ
の
よ
う
に
言
葉
を
奪
わ
れ
る
状
態
は
、「
量
ら
ぬ
人
に
縁
の
定
ま
り
て
、
親
々
の
言
ふ
事
な
れ

ば
何
の
異
存
を
入
ら
れ
や
う
」
と
、
勇
と
の
縁
談
当
初
か
ら
ず
っ
と
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
。「
そ
れ
ま
で
の
逡
巡
を
圧
倒
す
る
言
葉
の
奔
流
が
そ
の
場
を
支
配
す
る)14

(

」、
と
菅
聡
子
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
、「
十
三
夜
」
の
「
今
宵
」、
彼
女
は
両
親
の
前
で
「
は
じ
め
て
一
し
づ
く
幾

曾
の
憂
き
を
洩
ら
し
て
そ
め
」
て
、
離
縁
し
た
い
話
を
打
ち
明
け
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
す
で
に
作
品
の
冒
頭
に
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
父
親
の
「
い
は
ゞ
私
も
福
人
の
一
人
」、
加

え
て
母
親
の
「
矢
張
り
原
田
さ
ん
の
縁
引
が
あ
る
か
ら
だ
と
て
宅
で
は
毎
日
い
ひ
暮
し
て
居
ま
す
」

と
の
表
現
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
斎
藤
家
に
は
お
関
の
婚
姻
か
ら
得
た
幸
福
感
が
水
泡
に
帰
す
る
よ

う
な
こ
と
を
容
認
す
る
精
神
力
、
経
済
力
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
斎
藤
家
の
立
て
な
お
し
を
担

う
息
子
の
た
め
に
、
姉
お
関
の
助
力
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
い
う
親
の
期
待
は
動
か
し
よ
う
の
な

い
事
実
だ
。
よ
っ
て
、
原
田
家
と
の
結
び
つ
き
が
激
し
く
揺
す
ぶ
ら
れ
る
際
に
、
親
が
娘
に
説
教
を

施
す
こ
と
は
予
め
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

原
田
夫
婦
の
不
和
を
、
父
親
は
概
し
て
「
身
柄
」
の
差
に
よ
る
も
の
だ
と
判
断
す
る
。
し
か
し
、

当
初
勇
は
「
人
橋
か
け
」
て
、「
身
分
も
何
も
言
ふ
事
は
な
い
」
と
誓
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
勇
の

裏
切
り
に
対
し
て
父
親
は
黙
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、

身
分
が
釣
合
は
ね
ば
思
ふ
事
も
自
然
違
ふ
（
中
略
）
勇
だ
か
ら
と
て
彼
の
通
り
の
物
の
道
理
を

心
得
た
、
利
発
の
人
で
は
あ
り
随
分
学
者
で
も
あ
る
、
無
茶
苦
茶
に
い
ぢ
め
立
る
訳
で
は
あ
る

ま
い
が

と
、
自
ら
身
分
の
差
を
理
由
に
し
て
勇
の
言
動
を
代
弁
し
、
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
。
父
親
の
解
釈

に
よ
れ
ば
、
近
代
的
な
核
家
族
に
お
い
て
も
、
身
分
の
差
は
夫
婦
に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
越
え
難
い

し
が
ら
み
の
よ
う
な
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
と
す
る
と
、
世
間
知
に
長
け
た
父
親
は
こ
の
理
屈
を

知
っ
た
う
え
で
あ
え
て
娘
を
泥
沼
の
生
活
に
追
い
込
ん
だ
の
だ
と
も
読
め
る
。

加
え
て
、
父
親
の
説
諭
に
お
い
て
、
世
の
中
の
妻
な
る
人
の
役
割
、
な
い
し
女
性
が
生
き
る
う
え

で
の
共
通
性
が
語
ら
れ
る
。
以
下
引
用
す
る
。

や
か
ま
し
く
あ
ろ
う
六
づ
か
し
く
も
あ
ろ
う
夫
を
機
嫌
の
好
い
様
に
と
ゝ
の
へ
て
行
く
が
妻
の

役
（
中
略
）
世
間
の
奥
様
と
い
ふ
人
達
の
何
れ
も
面
白
く
を
か
し
き
中
ば
か
り
は
あ
る
ま
じ
、

（
中
略
）
愁
ら
か
ら
う
と
も
一
つ
は
親
の
為
弟
の
為
、
太
郎
と
い
ふ
子
も
あ
る
も
の
を
今
日
ま

で
の
辛
棒
が
な
る
ほ
ど
な
ら
ば
、
是
れ
か
ら
後
と
て
出
来
ぬ
事
は
あ
る
ま
じ

家
族
に
と
っ
て
、〈
妻
〉
な
る
人
の
〈
忍
従
〉、〈
母
〉
な
る
人
の
〈
犠
牲
〉、〈
娘
〉
な
る
人
の
〈
孝
行
〉、

〈
姉
〉
な
る
人
の
〈
助
力
〉
が
い
か
に
必
要
か
が
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
説
諭
に
基
づ
い
て
考
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〇
八
年

え
れ
ば
、〈
父
〉、〈
夫
〉、〈
息
子
〉、〈
弟
〉
の
よ
う
な
父
権
、
男
権
社
会
に
し
た
が
っ
て
こ
そ
、
女
性

の
生
活
体
験
が
成
立
す
る
。
よ
っ
て
、
近
代
的
な
開
明
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
明
治
社
会
に
お
い

て
も
、
男
尊
女
卑
の
歴
史
的
な
惰
性
、
及
び
歴
史
的
な
文
化
因
習
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
、
女

性
に
課
せ
ら
れ
た
奴
隷
の
よ
う
な
対
家
族
的
な
役
割
は
近
代
に
よ
っ
て
終
結
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
寧

ろ
、
さ
ら
に
深
刻
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
た
だ
一
人
の
娘
と
し
て
の
お
関
は
、「
世
の
勤
め
」
が
如
何
に
辛
く
て
も
、
血
の

繋
が
る
家
族
か
ら
の
愛
情
と
信
頼
を
得
る
と
信
じ
る
ゆ
え
に
、「
離
縁
」
の
望
み
を
「
我
が
ま
ゝ
」

と
認
識
し
て
し
ま
っ
た
。
本
来
、
婚
家
に
お
い
て
、「
我
身
な
が
ら
わ
が
身
の
辛
抱
が
わ
か
り
ま
せ

ぬ
」
と
、「
く
ら
暗
の
谷
へ
突
き
落
さ
れ
た
や
う
」
な
生
活
を
し
て
い
る
お
関
は
、
そ
の
忍
耐
の
堤

が
決
壊
さ
れ
た
時
、
親
の
前
で
自
ら
の
不
幸
を
吐
き
出
し
、
こ
れ
ま
で
の
仮
面
を
外
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
に
対
し
て
、
先
述
し
た
親
の
説
諭
、「
同
じ
く
不
運
に
泣
く
ほ
ど
な
ら
ば
原
田
の
妻
で
大
泣
に

泣
け
」
と
い
う
家
長
の
決
断
、
さ
ら
に
、「
涙
は
各
自
に
分
て
泣
か
う
ぞ
」
と
い
う
家
族
の
絆
は
、「
千

度
も
百
度
も
考
へ
直
し
て
、
二
年
も
三
年
も
泣
尽
く
」
し
た
お
関
に
、
再
び
婚
家
に
戻
る
決
心
を
さ

せ
る
。
た
が
、
そ
の
決
心
に
伴
っ
た
の
は
、
彼
女
が
婚
家
へ
の
帰
途
に
つ
く
に
あ
た
っ
て
、「
今
宵

限
り
関
が
な
く
な
」
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
彼
女
の
生
身
は
殺
さ
れ
た
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
お
関
の
不
幸
は
そ
の
父
親
が
語
っ
た
よ
う
に
、
決
し
て
「
斯
く
形
よ
く
生
ま
れ
た
る

身
の
不
幸
、
不
相
応
の
縁
に
つ
な
が
れ
て
い
く
ら
の
苦
労
を
さ
す
る
事
」
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

婚
家
に
お
い
て
〈
妻
〉、〈
母
〉
と
し
て
失
格
と
さ
れ
、
最
も
無
力
な
立
場
に
転
落
さ
せ
ら
れ
た
お
関

が
、
実
家
と
の
一
体
化
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
望
み
の
も
と
で
、
や
は
り
相
変
わ
ら
ず
、
そ
の
私

的
感
情
を
抑
圧
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
作
品
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、
彼
女
は
「
も
う
此
様
な

事
は
御
聞
か
せ
申
し
ま
せ
ぬ
」
と
、
い
つ
も
の
失
語
状
態
か
ら
さ
ら
に
、
自
ら
言
葉
を
封
じ
込
め
よ

う
と
自
覚
す
る
に
ま
で
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
運
命
に
対
す
る
目
覚
め
で
あ
る
し
、「
此
次
に

は
笑
ふ
て
参
り
ま
す
る
」
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
彼
女
の
生
命
へ
の
希
望
が
そ
の
笑
顔
に
よ
っ
て
枯

渇
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
娘
自
慢
の
両
親
や
弟
へ
の
思
い
、
何
よ
り
太
郎
と
い
う
我
が
子
の
母
性
を
超

え
て
、
お
関
は
「
鬼
」
に
な
っ
た
の
だ
」
と
菅
聡
子
氏
が
解
釈
す
る)15

(

通
り
に
、
彼
女
に
お
い
て
、
家

族
へ
の
同
一
化
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
錯
覚
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
一
方
、
他
方
で
は
「
私
の
身
体
は

今
夜
を
は
じ
め
に
勇
の
も
の
」
と
激
し
く
分
裂
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
、「
鬼
」
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
の
中
で
「
魂
一
つ
」
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
お
関
は
、
そ
の
錯
覚

に
よ
り
、
永
久
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
、
家
族
へ
の
献
身
を
捧
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

旧
暦
十
三
夜
に
、
お
月
様
の
も
と
で
月
見
団
子
を
一
家
で
分
け
て
食
べ
る
こ
と
は
、〈
分
か
ち
合

う
〉
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
が
、
お
関
の
不
幸
が
呈
し
た
の
は
別
の
話
で
あ
る
。
彼
女
は
近
代

的
な
核
家
族
の
「
恋
女
房
」
と
い
う
架
空
の
名
目
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
と
、
父
権
を
最
高
と
す

る
封
建
的
家
族
の
反
逆
し
た
娘
に
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
、
そ
の
反
逆
の
姿
を
も
っ
て
、
実
家
と
婚

家
の
間
に
残
さ
れ
た
わ
ず
か
の
隙
間
か
ら
出
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
瞬
間
、
彼
女
は
家
の
な
い
女
と

し
て
永
遠
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
主
体
的
な
言
葉
の
な
い
、
終
始
男
権
に
よ
っ
て
苦
し
め

ら
れ
た
女
性
の
個
的
生
存
は
、
そ
も
そ
も
未
知
、
或
い
は
不
能
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
お
関
の
不
幸
に
、
弟
の
た
め
に
姉
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
複
雑
な
経
緯
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
家
父
長
制
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
が
こ
こ
に
呈
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
上
野
千
鶴
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

最
広
義
に
お
け
る
家
父
長
制
の
も
と
で
は
、
男
性
は
女
性
に
対
し
て
、
一
種
の
「
利
益
集
団

in
terest g

rou
p

」
を
構
成
す
る
。（
中
略
）
異
性
の
間
を
つ
な
ぐ
よ
り
は
、
そ
の
関
係
の
中
で

同
じ
利
益
を
共
有
す
る
同
性
の
間
を
つ
な
ぐ
、
婚
姻
を
、
夫
婦
の
間
の
盟
約
と
し
て
よ
り
は
、

姉
妹
を
交
換
し
あ
う
男
性
成
員
同
士
の
義
兄
弟
の
間
の
盟
約
で
あ
る
と
定
義
し
た
（
中
略
）
未

開
社
会
か
ら
産
業
社
会
ま
で
、
社
会
の
男
性
成
員
は
様
々
な
制
度
的
な
手
つ
づ
き
で
、
女
性
成

員
の
権
利
を
排
除
し
、
共
通
の
権
益
を
守
る
た
め
に
共
謀
し
て
き
た

）
16
（
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上
野
氏
の
解
釈
に
基
づ
い
て
こ
の
作
品
を
見
る
と
、
斎
藤
家
と
原
田
家
と
の
間
に
お
い
て
は
、
あ
た

か
も
〈
未
開
社
会
〉
と
〈
産
業
社
会
〉
の
よ
う
な
懸
隔
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
右
に
述
べ
ら
れ
た
共

通
利
益
の
制
度
は
、
ま
さ
に
共
用
さ
れ
て
い
る
。
お
関
の
婚
姻
に
お
け
る
斎
藤
家
の
期
待
は
、
勇
に

は
容
易
に
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
、
見
事
に
〈
立
身
出
世
〉
を
な
し
た
勇
が
、
お
関
に
向
か
っ
て
、「
表

向
き
実
家
の
悪
い
を
風
聴
な
さ
れ
」
る
よ
う
な
不
満
を
吐
く
こ
と
に
お
い
て
、
妻
の
実
家
を
軽
蔑
す

る
気
持
ち
は
十
分
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

翻
っ
て
み
れ
ば
、
勤
め
な
が
ら
夜
学
に
通
っ
て
い
る
亥
之
助
は
、
勇
の
よ
う
に
〈
立
身
出
世
〉
を

直
接
に
達
成
し
て
い
な
い
と
推
測
で
き
る
。
亥
之
助
の
将
来
を
め
ぐ
っ
て
、
勇
の
よ
う
な
婿
を
迎
え

た
後
、
斎
藤
主
計
の
考
え
に
大
き
な
打
算
が
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
元
来
、
下
層
小
人
物
の
息

子
と
し
て
育
っ
て
き
た
亥
之
助
に
と
っ
て
、
勇
の
出
現
は
、
生
き
る
上
で
こ
れ
ま
で
有
し
て
い
た
心

持
、
考
え
を
激
し
く
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
亥
之
助
の
将
来
に
お

い
て
、
父
に
は
僥
倖
に
頼
る
心
理
が
見
出
せ
る
し
、
家
長
に
な
る
前
の
亥
之
助
の
運
命
に
も
、
姉
と

変
わ
ら
ず
に
宙
吊
り
に
さ
れ
た
よ
う
な
無
力
さ
が
著
し
く
示
さ
れ
る
。

作
品
に
お
い
て
、「
団
子
を
こ
し
ら
へ
て
（
中
略
）
亥
之
助
に
持
た
せ
る
」
と
の
母
親
の
言
い
つ

け
に
対
し
て
、
亥
之
助
は
「
何
か
き
ま
り
を
悪
が
つ
て
其
様
な
物
は
お
止
し
な
さ
れ
」
と
断
っ
て
し

ま
う
。
こ
れ
は
、
関
礼
子
氏
が
解
釈
す
る
よ
う
に
、「
い
か
に
も
「
旧
弊
」
な
斎
藤
家
の
年
中
行
事

３―５



張　

「
十
三
夜
」
論

を
生
活
習
慣
の
異
な
る
原
田
家
へ
持
ち
込
む
こ
と
の
違
和
感
。
亥
之
助
は
原
田
の
縁
引
に
よ
っ
て
つ

な
が
れ
て
い
る
だ
け
に
、
両
家
の
差
異
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
ゆ
え
だ)17

(

。
で
は
、
そ
の
差
異
は

何
を
証
言
し
て
い
る
の
か
。

娘
に
月
見
団
子
を
届
け
た
い
と
い
う
の
は
親
の
素
朴
な
愛
情
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
家
族

の
絆
に
対
し
て
「
違
和
感
」
を
生
じ
さ
せ
る
勇
の
〈
近
代
的
な
世
界
〉
に
お
け
る
無
情
さ
が
、
つ
い

に
「
年
は
ゆ
か
ね
ど
亥
之
助
と
い
ふ
弟
」
に
ま
で
も
体
感
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
厳
し
い
世

界
に
無
理
や
り
に
置
か
れ
た
亥
之
助
は
、「
お
目
に
懸
つ
て
も
あ
つ
け
な
い
ご
挨
拶
よ
り
ほ
か
で
き

ま
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
強
い
疎
外
感
を
抱
い
て
い
る
に
違
い
な
い
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
疎
外
さ

れ
た
人
間
の
心
細
さ
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
家
族
の
絆
は
自
ら
を
断
ち
切
る
の
で
あ
る
。

十
三
夜
に
、「
鬼
」
に
な
っ
た
姉
に
対
し
て
、「
弟
の
折
っ
て
来
て
、
瓶
に
さ
し
た
る
薄
の
穂
の
招

く
手
振
り
も
哀
れ
な
る
」
と
い
う
表
現
が
、
亥
之
助
の
気
持
ち
を
代
弁
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
不
在
の
亥
之
助
が
や
む
を
得
ず
姉
か
ら
の
助
け
を
受
け
て
い
な
が
ら
も
、
姉
へ
の
愛
情
を
実
現

で
き
な
い
複
雑
な
思
い
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
十
五
夜
に
あ
げ
な
ん
だ
か
ら
片
月

見
に
成
つ
て
も
悪
い
」
と
母
親
に
語
ら
れ
た
伝
統
的
習
慣
に
基
づ
い
て
、
姉
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

日
亥
之
助
自
身
も
同
様
に
、
伝
統
に
違
反
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
嫁
に
い
っ
た
姉
、
家
長
に

な
っ
て
い
な
い
弟
は
と
も
に
家
族
へ
の
役
割
に
よ
っ
て
や
む
を
得
ず
に
自
己
を
犠
牲
に
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
片
月
見
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
「
十
三
夜
」
に
象
徴
さ
れ
る
家
族
の
絆
に
は
結

ば
れ
な
い
存
在
に
な
っ
た
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、〈
家
族
〉
そ
れ
自
体
が
す
で
に
〈
近
代
的
な
世
界
〉

の
出
現
に
よ
っ
て
変
質
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
絆
が
ま
さ
に
、
伝
統
的
な
習
俗
と
同
様
に
単
な
る
形
し
か

残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
暗
喩
し
て
い
る
。

結
局
、「
涙
は
各
自
に
分
て
泣
か
う
ぞ
」
と
い
う
感
情
表
現
は
、
母
親
が
娘
の
門
前
を
素
通
り
す

る
瞬
間
、
そ
し
て
父
親
が
勇
の
言
動
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
い
く
つ
か
の
断
層
に
分
裂
さ

れ
て
し
ま
う
。
お
関
が
負
わ
さ
れ
た
種
々
の
重
荷
と
同
様
に
、
そ
の
断
層
に
は
明
治
の
〈
近
代
〉
に

お
け
る
歴
史
、
社
会
、
家
族
、
性
別
の
拘
束
が
複
雑
に
交
錯
す
る
あ
り
様
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

三
、〈
近
代
〉
の
価
値
を
無
化
す
る
者

「
十
三
夜
」
と
い
う
作
品
が
、
人
々
に
切
な
い
想
い
を
抱
か
せ
て
や
ま
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

こ
の
作
品
が
恋
の
な
い
〈
恋
物
語
〉
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
、
お
関
と
録
之
助
と
の
間
に
「
取

り
と
ま
ら
ぬ
夢
の
様
な
」
恋
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勇
の
出
現
に
よ
っ
て
す
べ
て
は
滅
ぼ
さ

れ
た
。
お
関
に
と
っ
て
、
勇
が
「
鬼
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
録
之
助
は
「
涙
が
こ
ぼ
れ
て
忘
れ
ぬ
」

人
で
あ
る
。
既
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
男
性
の
利
益
を
共
謀
す
る
家
父
長
制
に
よ
っ
て
、
お
関
が

〈
交
換
物
〉
と
し
て
原
田
家
の
嫁
に
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
録
之
助
は
そ
の
利
益
の
共
謀
制
度
か
ら

排
除
さ
れ
た
存
在
だ
。
お
関
の
恋
の
な
い
結
婚
と
結
婚
の
で
き
な
い
恋
に
お
い
て
、
家
父
長
制
に
構

成
さ
れ
た
明
治
社
会
の
一
貫
性
が
再
度
証
明
さ
れ
る
。

作
品
中
、
原
田
家
へ
の
帰
途
、
お
関
は
録
之
助
と
偶
然
再
会
す
る
。
し
か
し
、
道
中
に
「
思
ひ
も

か
け
ぬ
事
」
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
目
に
映
っ
た
車
夫
そ
の
人
が
録
之
助
で
あ
る
こ
と
を
と
う
て
い

想
起
で
き
な
い
ぐ
ら
い
、
彼
の
身
は
「
破
滅
」
し
て
い
た
の
だ
。

そ
も
そ
も
、「
お
世
辞
も
上
手
、
愛
敬
も
あ
り
て
、
と
し
の
行
か
ぬ
や
う
に
も
無
い
、
父
親
の
居

た
時
よ
り
は
却
っ
て
店
が
賑
や
か
な
と
評
判
さ
れ
た
利
口
ら
し
い
人
」
と
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
煙
草

屋
の
録
之
助
は
都
市
の
中
で
身
分
は
高
く
な
い
が
、
周
り
の
褒
め
言
葉
を
受
け
な
が
ら
、
何
不
自
由

な
く
満
足
で
き
る
生
活
を
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
録
之
助
自
身
は
、「
十
二
の
年
よ
り
十
七

ま
で
明
暮
れ
顔
を
合
せ
る
毎
に
行
々
は
彼
の
店
の
彼
処
へ
座
つ
て
、
新
聞
見
な
が
ら
商
ひ
す
る
の
」

と
思
っ
て
も
い
た
幼
馴
染
の
お
関
を
、
嫁
に
も
ら
え
る
こ
と
に
対
し
て
少
し
の
疑
い
も
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
録
之
助
の
身
の
破
滅
は
恋
し
い
お
関
が
余
所
か
ら
来
た
人
に
突
然
奪

わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
た
の
だ
と
い
う
理
解
に
は
、
更
な
る
解
釈
の
余
地
が
残
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

彼
自
身
が
語
っ
た
よ
う
に
、「
小
町
」、「
西
施
」、「
衣
通
姫
」
な
ど
の
よ
う
な
歴
史
上
の
最
も
美
し
い

女
性
が
そ
の
そ
ば
に
来
て
も
、「
私
の
放
蕩
は
直
ら
ぬ
事
に
極
め
て
置
い
」
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
単

に
美
人
に
救
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
顔
の
好
い
女
房
を
持
た
せ
た
ら
足

が
止
ま
る
か
、
子
が
生
ま
れ
た
ら
気
が
改
ま
る
か
（
中
略
）
何
で
乳
く
さ
い
子
供
の
顔
見
て
発
心
が

出
来
ま
せ
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
族
や
血
の
繋
が
る
子
供
ま
で
も
そ
の
「
放
蕩
」
を
阻
止
す
る
力

は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
録
之
助
の
心
中
で
は
、
人
間
世
界
か
ら
徹
底
的
に
押
し
の
け
ら
れ
た
よ
う
な
思
い
が

強
烈
に
抱
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
気
の
優
し
い
方
」
の
生
活
へ
の
満
足
、

恋
へ
の
確
信
の
す
べ
て
が
打
ち
破
ら
れ
、
嘲
弄
さ
れ
た
の
は
、
勇
と
い
う
未
知
の
人
物
が
持
っ
た

社
会
的
な
価
値
が
自
分
よ
り
遥
か
に
上
位
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
、
近
代
は
〈
自
由
恋
愛
〉

の
よ
う
な
理
想
が
実
現
で
き
る
時
代
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
し
か
し
、
家
父
長
制
の
制
御
の
も
と
で
、

真
の
恋
が
抹
殺
さ
れ
る
運
命
か
ら
は
相
変
わ
ら
ず
脱
出
で
き
な
か
っ
た
し
、〈
恋
女
房
〉
は
、
む
し

ろ
、
女
性
が
騙
さ
れ
た
ま
ま
に
自
ら
進
ん
で
抑
圧
の
装
置
に
走
っ
て
い
く
家
父
長
制
の
か
ら
く
り
な

の
だ
。
現
実
に
お
い
て
は
、〈
愛
〉
が
〈
資
本
〉
に
購
買
さ
れ
、〈
結
婚
〉
が
〈
手
段
〉
に
用
い
ら
れ
、
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欲
望
を
達
成
す
る
た
め
に
す
べ
て
が
操
ら
れ
る
制
度
の
も
と
で
動
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

だ
か
ら
、
操
ら
れ
た
録
之
助
の
人
生
に
お
け
る
破
滅
は
、
ま
さ
に
田
中
実
氏
が
分
析
す
る
よ
う
に
、

「
自
己
と
別
な
世
界
の
住
人
で
あ
る
は
ず
の
権
力
者
こ
そ
録
之
助
の
一
途
さ
を
無
頼
へ
と
走
ら
せ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か)18
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」。
い
わ
ば
、
録
之
助
が
自
ら
の
夢
の
よ
う
な
世
界
に
閉
じ
込
も
っ
た
の
は
、

現
実
、
こ
の
世
へ
の
不
信
に
深
く
陥
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
彼
は
家
父
長
制
の
被
害
者
で
あ
る
一

方
、
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
制
度
を
も
っ
て
〈
妻
〉、〈
子
〉、〈
母
〉
を
離
散
さ
せ
た
加
害

者
で
も
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
婚
姻
を
弄
び
、
血
の
繋
が
る
家
族
の
絆
を
壊
し
、
金
銭
を
無
価

値
に
す
る
よ
う
に
、
こ
の
世
の
す
べ
て
を
〈
無
〉
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
自
身
が
知

ら
な
い
う
ち
に
、
自
ら
は
こ
の
翻
弄
さ
れ
た
「
入
用
の
な
い
命
」
を
も
っ
て
、
こ
の
世
を
翻
弄
し
て

い
る
。

だ
が
、
十
三
夜
に
、
お
関
と
対
面
す
る
際
に
、
録
之
助
は
、「
貴
方
は
斎
藤
の
お
関
さ
ん
、
面
目

も
無
い
此
様
な
姿
で
、
背
後
に
目
が
無
け
れ
ば
何
の
気
も
つ
か
ず
に
居
ま
し
た
、
夫
れ
で
も
音
声
に

も
心
づ
く
べ
き
筈
な
る
に
、
私
は
余
程
の
鈍
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
昔
か
ら
の
恋
し
い
人
に
対
し
て

自
然
な
懐
旧
の
情
を
見
せ
な
が
ら
も
、
一
人
の
堂
々
と
し
た
男
の
姿
は
完
全
に
失
わ
れ
た
。
彼
が
お

関
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
た
だ
「
命
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
御
対
面
」
だ
け
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
彼

が
自
分
自
身
を
永
遠
の
敗
北
者
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
の
素
朴
な
小
人
物
の

敗
北
は
明
治
近
代
の
権
力
者
で
あ
る
勇
の
存
在
に
対
し
て
な
の
で
、
そ
の
よ
う
な
彼
が
再
び
立
ち
直

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
は
「
何
を
思
ふ
か
茫
然
と
せ
し
顔
つ
き
」
を
し
、「
お

関
に
向
か
っ
て
左
の
み
は
嬉
し
き
様
子
も
見
え
」
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
現
世
に
お
い
て
、
彼
が
自

分
自
身
、
そ
し
て
、
愛
す
る
人
の
運
命
を
自
ら
の
手
で
握
れ
な
い
こ
と
は
、
七
年
前
か
ら
も
は
っ
き

り
と
告
知
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
、
今
日
の
「
如
何
に
も
浅
ま
し
い
身
の
あ
り
様
」
で
あ
る
昔
の
恋
人
に
対
し
て
、
お
関

は
同
じ
懐
旧
の
心
を
表
し
な
が
ら
も
、「
さ
め
〴
〵
」
と
し
た
同
情
を
示
す
。
か
つ
て
の
恋
は
そ
の

同
情
に
入
れ
替
え
ら
れ
た
。「
憂
き
は
お
互
ひ
の
世
に
お
も
ふ
事
多
し
」
と
、
彼
ら
の
心
の
底
に
通

じ
た
の
は
、
こ
の
世
に
対
す
る
絶
望
な
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

「
十
三
夜
」
と
い
う
作
品
の
時
間
設
定
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
「
明
治
二
十
年
代
の
前
半

か
ら
後
半
に
か
け)19
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」
て
の
時
期
で
あ
る
。
旧
暦
十
三
夜
に
、
実
家
と
婚
家
の
通
い
道
を
徘
徊
す
る
お

関
の
姿
に
は
、
明
治
の
女
性
が
父
権
と
夫
権
の
間
を
彷
徨
い
、
い
つ
ま
で
も
歴
史
の
舞
台
に
宙
釣
り

に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
男
性
と
女
性
の
間
の
決
し
て
容
易
に
崩
れ

な
い
文
化
対
立
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
た
道
徳
秩
序
は
、
明
治
日
本
に
強
権
化
さ
れ
た
家
父
長
制

に
よ
っ
て
、
殊
更
深
刻
に
な
る
。
近
代
的
な
新
し
い
核
家
族
や
ら
没
落
し
た
伝
統
的
家
族
や
ら
、
い

ず
れ
も
、
そ
の
強
権
化
し
た
家
族
装
置
に
お
い
て
、
女
性
は
最
も
底
辺
に
置
か
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
事
実
上
で
は
家
族
の
前
面
に
出
、
よ
り
強
く
家
族
へ
の
全
面
的
な
献
身
を
行
う
こ
と
が

要
請
さ
れ
て
い
る
。
お
関
の
〈
家
出
〉
の
物
語
は
、
家
族
と
よ
り
い
っ
そ
う
強
く
一
体
化
で
き
た
よ

う
な
錯
覚
が
、
彼
女
の
自
己
の
使
命
感
を
呼
び
起
こ
し
た
ゆ
え
に
、
そ
の
不
幸
が
な
お
さ
ら
切
実
に

な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
明
治
の
女
性
に
と
っ
て
、
家
族
へ
の
同
一
化
と
は
、
分
裂

さ
れ
た
生
活
空
間
に
お
い
て
、
生
身
を
殺
さ
ざ
る
を
得
な
い
犠
牲
の
道
程
で
あ
り
、
一
つ
の
空
疎
な

記
号
で
も
あ
る
。

お
関
の
不
幸
を
通
し
て
、
家
父
長
制
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
明
治
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
差
異
及

び
階
級
対
立
が
見
え
て
き
た
し
、
そ
れ
を
構
築
し
た
の
が
疑
い
な
く
近
代
国
家
の
行
為
と
意
志
で

あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
れ
ら
を
形
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
、
す
べ
て
は
〈
勇
〉
の
到
来
に
し
た
が
っ
て
進
行
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
勇
〉
を
め
ぐ
っ
て
近
代
国
家
の
ア
イ
テ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
実
体

の
〈
不
在
〉
と
〈
存
在
〉
に
あ
る
亀
裂
に
体
現
さ
れ
た
の
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
大
き
な
矛
盾
と

葛
藤
な
の
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
亀
裂
に
置
か
れ
た
登
場
人
物
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
期
待
の
い
ず
れ
も
、
幻
想
の
う
え

に
成
り
立
つ
も
の
な
の
で
、
す
べ
て
は
瓦
解
に
帰
す
運
命
を
免
れ
な
い
。
勇
の
支
配
の
も
と
で
、
斎

藤
家
の
よ
う
な
下
層
小
人
物
た
ち
に
悲
劇
的
な
卑
屈
さ
が
生
じ
る
一
方
、
そ
の
卑
屈
さ
が
反
射
的
に

彼
ら
の
出
世
す
る
欲
望
を
掻
き
立
て
て
い
る
の
で
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
皮
肉
さ
が
こ
こ
で
は
っ
き
り

と
示
さ
れ
る
と
思
う
。
勇
自
身
も
ふ
く
め
て
、
そ
の
翻
弄
さ
れ
た
と
も
い
う
べ
き
運
命
の
す
べ
て
の

局
面
に
お
い
て
、
新
時
代
の
〈
無
比
〉
か
つ
〈
無
類
〉
の
力
が
強
調
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
闇
の

内
実
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
出
口
の
な
い
空
間
に
抑
圧
さ
れ
る
人
間
の
自
ら
の
宿
命

に
対
す
る
自
覚
と
、
現
実
に
対
す
る
呻
吟
は
、
私
た
ち
の
切
な
い
思
い
を
誘
っ
て
や
ま
な
い
。
言
い

換
え
れ
ば
、
か
つ
て
、
男
性
社
会
の
規
範
に
創
出
さ
れ
た
家
父
長
制
は
、
歴
史
の
洗
練
を
数
え
切
れ

な
い
ほ
ど
受
け
て
き
た
わ
け
で
、
既
に
男
女
の
間
に
応
用
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
社
会
の
ど

の
階
層
に
も
通
用
す
る
権
力
と
抑
圧
の
経
典
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
の
家
族
国
家
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
か
つ
て
分
散
化
し
た
家
父
長
制
が
中
央
集
権
化
し

た
国
家
か
ら
出
現
し
た
父
権
の
形
象
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
と
等
し
い
。
よ
っ
て
、
近
代
的
な
開
明
や
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「
十
三
夜
」
論

社
会
的
な
開
放
を
求
め
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
依
然
と
し
て
そ
の
権
力
を
統
括
す
る
〈
経
典
〉
を
用

い
る
明
治
日
本
に
お
い
て
は
、
資
本
の
導
入
に
伴
っ
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
欲
望
は
、
実
際
、
社
会
の

統
治
者
側
に
操
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
操
り
は
階
級
ご
と
に
顕
著
に
表
れ
る
し
、

結
局
、「
十
三
夜
」
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、
お
関
を
め
ぐ
る
勇
の
幻
想
、
斎
藤
家
の
望
み
、
録
之
助

の
単
純
な
憧
れ
、
い
ず
れ
も
が
空
回
り
に
帰
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
に
お
け
る
〈
近
代
〉
は
国
家
の
父
権
の
も
と
で
進
行
し
て
い
る
。
国
家
の
欲
望

が
常
に
そ
の
深
層
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
、
資
本
の
参
入
に
も
た
ら
し
た
は
ず
で

あ
っ
た
近
代
の
自
由
と
開
放
は
終
始
幻
想
に
止
ま
る
も
の
だ
。
そ
こ
で
、
明
治
〈
近
代
〉
に
お
い
て
、

個
的
生
存
が
国
家
の
欲
望
を
超
越
す
る
こ
と
は
、
根
本
的
に
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

注
（
１
）　

田
中
実
「
『
十
三
夜
』
の
「
雨
」
」・「
日
本
近
代
文
学
」
三
七
号
一
九
八
七
年
一
〇
月

（
２
）　

前
田
愛
「
十
三
夜
の
月
」・『
樋
口
一
葉
の
世
界
』
平
凡
社
一
九
七
八
年
一
二
月

（
３
）　

滝
藤
満
義
「
人
妻
た
ち
の
系
譜―

『
十
三
夜
』
論―

・「
横
浜
国
大
国
語
研
究
」
一
号
一
九
八
四
年
月

（
４
）　

山
田
有
策
「
一
葉
ノ
ー
ト･

二
「
十
三
夜
」
の
世
界
」・「
学
芸
国
語
国
文
学
」
一
三
号
一
九
七
七
年
二
月

（
５
）　

西
荘
保
「
『
十
三
夜
』
論―

先
行
す
る
「
嫁
し
た
女
の
不
幸
」
の
話
と
比
較
し
て
ー
」・「
日
本
文
学
」
四
五―

二
号
一
九
九
六
」
年
二
月

（
６
）　

小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』
勁
草
書
房
二
〇
〇
〇
年
九
月

（
７
）　

森
有
礼
「
妻
妾
論
ノ
四
」・「
明
六
雑
誌
」
第
二
〇
号
、
初
出
一
八
七
四
年
一
一
月
、『
明
治
文
化
全
集
』
第
五

巻
雑
誌
編
日
本
評
論
新
社
一
九
五
五
年
一
二
月
所
収

（
８
）　

三
輪
田
真
佐
子
「
女
子
の
本
分
」
初
出
国
光
社
一
八
九
四
年
一
二
月
、『
女
子
の
本
分/

女
子
教
育
要
言
』
日
本

図
書
セ
ン
タ
ー
一
九
八
三
年
一
一
月
所
収

（
９
）　

大
越
愛
子
『
近
代
日
本
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
代
日
本
思
想
的
課
題
を
問
う
』
三
一
書
房
一
九
九
七
年
五
月

（
10
）　

山
本
欣
司
「
十
三
夜
」
論―

お
関
の
「
今
宵
」
／
斎
藤
家
の
「
今
宵
」―

・「
国
語
と
国
文
学
」
七
一―

八
号

一
九
九
四
年
八
月

（
11
）　

関
良
一
「
「
十
三
夜
」
入
門
」・『
考
証
と
試
論　

樋
口
一
葉
』
有
精
堂
一
九
五
九
年
一
〇
月

（
12
）　

松
下
浩
幸
「
「
十
三
夜
」
小
論―

記
憶
の
ド
ラ
マ
」・「
明
治
大
学
日
本
文
学
」
一
八
号
一
九
九
〇
年
八
月

（
13
）　

井
上
輝
子 

上
野
千
鶴
子 

江
原
由
美
子
編
『
母
性
』
岩
波
書
店
一
九
九
五
年
三
月

（
14
）　

菅
聡
子
「
『
十
三
夜
』―

心
の
闇
」・「
解
釈
と
鑑
賞
」
六
〇
／
六
号
一
九
九
五
年
六
月

（
15
）　

同
注
14

（
16
）　

上
野
千
鶴
子
『
家
父
長
制
と
資
本
制
：
マ
ル
ク
ス
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
地
平
』
岩
波
書
店
一
九
九
〇
年
一
〇
月

（
17
）　

関
礼
子
「
十
三
夜
」・『
樋
口
一
葉
集 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
一
年
一
〇
月

（
18
）　

同
注
１

（
19
）　

紅
野
謙
介 

小
森
陽
一 

十
川
信
介 

山
本
芳
明
「
「
十
三
夜
」を
読
む
（
下
）」・「
文
学
」一―

一
二
号
一
九
九
〇
年

四
月

尚
、
本
文
の
引
用
は
『
樋
口
一
葉
全
集
』
第
二
巻
（
筑
摩
書
房
一
九
七
四
年
九
月
）
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
は
、

適
宜
ル
ビ
を
省
略
し
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。
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The Discourse of “The Thirteenth Night”

－About the Thesis of Modern－

Zhang Jinwen

abstract

“The Thirteenth Night”, a famous work by Ichiyo Higuchi, until now has been analyzed only from 

the point of view stating that the misery of the main character, Oseki, was her personal problem. 

However I will discuss that such misery was characteristic to most women in the Meiji period of 

Japan.  Moreover, by researching the miserable life of Oseki, I would like to explore the real meaning 

of the Japanese “Modern” in the Meiji period, which, although brought to Japan from the West, was 

being realized on the basis of the patriarchal system. In other words, in Japan, based at that time on 

nationalism centered on the Emperor, modern capitalism was eventually absorbed by the patriarchal 

system and in result “Modern” was stained by the government's desire to control the nation.

Keywords：The Misery of Oseki，The Meiji Period of Japan，The Patriarchal System，Modern 

Japan，The Government's Desire
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