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袖書

若
尾
祐
司
著

『
近
代
ド
イ
ツ
の
結
婚
と
家
族
』姫

岡
と
し
子

　
本
書
は
、
九
年
前
の
一
九
八
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
荊
著
『
奉
公
人
の
社
会

史
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
の
姉
妹
編
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
四
〇
〇
ペ
ー
ジ

を
超
え
る
大
著
で
あ
る
。
市
民
的
結
婚
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
法
制
史
・
日
常
史
・

女
性
解
放
史
の
三
つ
の
視
角
か
ら
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
結
婚
の
社
会
史
に
せ

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
一
〇
年
あ
ま
り
の
間
、
着
実
に
研
究
成
果
を
発
表
し
、

こ
の
よ
う
な
大
著
に
ま
と
め
あ
げ
る
若
尾
氏
の
旺
盛
な
研
究
意
欲
に
は
た
だ

感
嘆
す
る
ば
か
り
だ
。

　
こ
の
分
野
で
発
表
さ
れ
た
実
に
多
く
の
研
究
文
献
を
批
判
的
に
検
討
し
、

か
つ
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
集
め
ら
れ
た
未
公
刊
史
料
を
含
む
膨
大
な
同
時
代
文

献
に
裏
付
け
ら
れ
た
本
書
は
き
わ
め
て
質
の
高
い
専
門
書
で
あ
り
、
今
後
こ

の
分
野
で
の
道
標
を
示
す
基
本
文
献
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
同
時
に

本
書
は
、
論
争
的
性
格
の
強
い
書
物
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
叙
述

の
根
底
に
あ
る
の
は
ド
イ
ツ
史
研
究
の
最
大
の
争
点
に
な
っ
て
い
る
「
特
有

の
道
」
論
で
、
著
岩
は
こ
れ
に
独
自
の
観
点
を
付
け
加
え
て
い
る
。
「
特
有
の

道
」
論
で
は
「
近
代
」
の
評
価
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
書
で
も
「
近

代
」
は
随
所
で
テ
ー
マ
化
さ
れ
、
時
に
は
明
確
に
、
ま
た
時
に
は
暗
示
的
に

著
者
な
り
の
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
「
近
代
」
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
こ
の

間
、
論
争
を
繰
り
返
し
て
き
た
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
こ
の
議
論
を
意
識
し
て

著
者
は
本
書
を
執
筆
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
双
方
の
論
点
は
重
な
る
と
こ

ろ
が
多
く
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
の
分
野
で
も
お
お
い
に
議
論
を
呼
び
そ
う
だ
。

　
本
書
は
実
に
多
く
の
論
点
を
毘
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も

つ
ね
に
整
合
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
論
旨
の
要
約
は
容
易
な
作
業

で
は
な
い
。
だ
が
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
各
部
の
宋
尾
に
小
括
が
加
え
ら
れ

て
い
る
の
で
、
そ
の
助
け
も
借
り
な
が
ら
、
ま
ず
は
内
容
紹
介
か
ら
は
じ
め

る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
本
書
の
問
題
関
心
は
、
「
市
民
的
結
婚
の
歴
史
的
意
義
と
そ
の
限
界
を
把

握
」
（
1
0
ペ
ー
ジ
）
す
る
こ
と
に
あ
る
。
市
民
的
結
婚
と
は
、
著
者
に
よ
る

と
、
結
婚
の
自
由
を
人
権
と
す
る
「
愛
情
原
理
」
と
妻
に
対
す
る
夫
の
優
位

と
い
う
家
父
長
制
的
な
「
支
配
原
理
」
、
さ
ら
に
「
経
済
と
心
理
と
い
う
相
反

的
な
二
つ
の
魂
の
萬
藤
」
に
よ
っ
て
特
微
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
3
ペ

ー
ジ
）
。
序
論
で
は
ま
ず
、
男
女
間
の
序
列
1
1
家
父
長
主
義
と
一
夫
一
婦
制

の
非
解
消
原
則
を
定
め
た
キ
リ
ス
ト
教
の
結
婚
観
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
割

か
れ
て
い
る
ぺ
…
ジ
数
こ
そ
少
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
結
婚
観
は
本
書
で

重
要
な
位
鷹
を
占
め
て
い
る
。
女
性
の
性
を
否
定
的
な
も
の
と
し
て
表
象
し
、

妻
の
性
も
労
働
力
も
夫
の
支
配
下
に
お
い
た
旧
約
聖
書
の
女
性
観
で
著
者
は

前
近
代
の
女
性
観
を
集
約
さ
せ
て
お
り
、
近
代
祉
会
に
お
け
る
解
放
理
念
や

そ
の
逆
の
女
性
差
別
的
見
解
を
考
察
す
る
さ
い
に
、
旧
約
的
女
性
観
と
対
比

し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
論
の
構
成
は
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
－
部
の
「
結
婚
と
家
族
の
法

制
化
」
で
は
一
九
世
紀
へ
の
転
換
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
婚
姻

規
定
を
起
点
と
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
晴
代
の
強
制
民
事
婚
の
成
立
ま
で
、
市
民
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的
結
婚
の
法
制
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
扱
わ
れ
る
。

　
1
で
は
比
較
史
的
観
点
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
結
婚
法
制
の
歴
史
が

考
察
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
厳
し
い
宗
派
的
規
制
か
ら
革
命
に
よ
る
自

由
化
へ
と
い
う
鋭
角
的
変
化
を
た
ど
ら
ず
、
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
要
し
て

結
婚
の
自
由
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
一
般
ラ
ン
ト
法
の
婚
姻
規
定
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
身
分
制
や
家
的
規
制
か
ら
の
自
由
度
に
も
欠
け
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
他
方
で
ラ
ン
ト
法
は
「
啓
蒙
の
個
人
主
義
的
な
契

約
結
婚
観
を
捺
印
し
　
（
4
5
ペ
ー
ジ
）
し
、
結
婚
の
目
的
を
出
産
至
上
主
義
に

お
く
と
い
う
人
口
政
策
的
観
点
か
ら
、
離
婚
の
自
由
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
2
は
「
一
九
世
紀
前
半
プ
ロ
イ
セ
ン
の
離
婚
法
問
題
」
を
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
愛
情
原
理
と
支
配
原
理
と
い
う
市
民
的
結
婚
の
範
式
を
明
確
に
示
し
、

近
代
的
支
配
原
理
を
定
式
化
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
論
理
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
の

後
一
八
三
〇
年
の
ラ
ン
ト
法
改
訂
草
案
に
つ
い
て
論
じ
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命

期
立
法
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
離
婚
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。
だ
が
個
人
の
自
己
決
定
よ
り
労
働
共
同
体
亡
霊
．
面
が
重
視
さ

れ
た
当
時
の
結
婚
の
現
実
に
、
自
由
主
義
的
理
念
は
か
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
軌
道
修
正
が
な
さ
れ
、
政
治
的
背
景
の
変
化
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教

的
結
婚
観
も
再
度
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
。
結
婚
は
法
関
係
で
は
な
く
倫

理
関
係
と
い
う
見
解
も
登
揚
し
、
結
婚
1
1
契
約
論
と
結
婚
－
一
秘
蹟
論
の
百
聞

で
結
婚
1
1
制
度
論
が
保
守
的
な
法
治
国
思
想
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
3
の
「
ド
イ
ツ
諸
邦
」
の
結
婚
規
制
で
は
、
西
南
ド
イ
ツ
で
一
八
世
紀
に

実
施
さ
れ
た
財
産
と
年
齢
に
よ
る
結
婚
規
制
が
～
八
三
〇
年
以
降
の
時
代
思

潮
の
変
化
に
よ
り
再
導
入
さ
れ
、
「
結
婚
の
自
由
」
が
棚
上
げ
に
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
近
代
ド
イ
ツ
の
結
婚
は
、
理
念
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
観
点
か
ら
も
経
済
的
ハ
ー
ド
ル
の
存
在
と
い
う
意
味
で
も
、
自
由
主
義
理

念
の
実
現
と
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
。
こ
う
し
た
紆
余
曲
折
を
経
て
、
よ
う
や
く

七
〇
年
代
に
統
一
ド
イ
ツ
の
国
家
形
成
と
と
も
に
強
制
民
家
婚
が
成
立
し
て

婚
姻
締
結
の
自
由
が
制
度
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
4
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
そ
の
動
機
は
人
権
と
し
て
の
結
婚
の
自
由
と
い
う
よ
り
、
発
展
す
る
国
民

産
業
へ
の
労
働
力
の
確
保
と
新
設
国
家
の
対
内
的
な
権
威
の
確
立
と
い
う
、

帝
圏
の
利
害
関
係
に
圧
倒
的
な
比
重
を
云
い
」
（
蝿
ペ
ー
ジ
）
た
も
の
で
、
ビ

ス
マ
ル
ク
に
よ
る
権
威
主
義
的
な
圏
民
統
合
の
　
環
だ
っ
た
の
だ
。

　
こ
う
し
た
法
制
化
プ
ロ
セ
ス
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
た
の
は
官
吏
や
法

曹
を
中
心
と
す
る
教
養
市
民
層
だ
っ
た
が
、
著
者
は
そ
の
背
奴
に
「
工
業
化

に
伴
う
広
範
な
下
層
社
会
の
結
婚
動
向
が
あ
っ
た
」
と
み
な
し
て
い
る
。
「
家

身
分
（
一
－
経
営
）
の
相
続
に
規
定
さ
れ
る
伝
統
的
な
家
族
形
成
に
代
わ
っ
て
、

工
業
的
な
労
働
収
入
に
基
づ
く
新
し
い
生
計
チ
ャ
ン
ス
が
提
供
さ
れ
、
財
産

や
家
な
し
で
も
っ
ぱ
ら
二
人
の
蛍
働
力
に
依
存
す
る
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
家

族
形
成
が
可
能
に
さ
れ
た
か
ら
」
だ
（
捌
ペ
ー
ジ
）
。
そ
れ
ゆ
え
H
部
で
は
工

業
化
と
家
族
形
成
に
つ
い
て
考
察
し
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
プ
ロ
イ

セ
ン
に
お
け
る
中
心
的
な
プ
ロ
ト
工
業
地
帯
の
一
つ
で
、
新
し
い
家
族
形
成

が
典
型
的
な
形
で
示
さ
れ
た
北
西
ド
イ
ツ
の
ラ
ー
ヴ
ェ
ソ
ス
ベ
ル
ク
地
方
が

中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
人
口
学
的
観
点
を
含
め
た
家
族
史
研
究
の
乏
し
い
ド
イ
ツ
に
し
て
は
珍
し

く
、
こ
の
地
方
に
は
コ
ッ
カ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
中
心
に
歴
史
人
口
学
と
祉

会
構
造
的
視
角
か
ら
の
家
族
史
研
究
を
統
合
す
る
豊
富
な
実
証
研
究
が
存
在

す
る
。
そ
の
成
果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
プ
ロ
ト
工
業

か
ら
工
業
化
へ
の
移
行
期
の
煽
石
に
関
す
る
叙
述
は
、
本
書
の
な
か
で
も
っ

と
も
読
み
応
え
の
あ
る
部
分
だ
。
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国書

　
土
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
家
族
形
成
、
労
働
能
力
の
み
に
基
礎
を
お
く
財

産
な
し
の
結
婚
、
早
婚
と
小
家
族
化
、
労
働
力
と
し
て
の
子
ど
も
の
重
視
な

ど
、
プ
ロ
ト
工
業
家
族
の
基
本
類
型
に
つ
い
て
は
す
で
に
一
定
の
理
解
が
定

着
し
て
い
る
。
5
の
「
プ
ロ
ト
工
業
家
族
の
歴
史
的
位
相
」
は
、
そ
の
形
成

過
程
を
具
体
的
に
描
い
た
も
の
だ
。
一
七
、
一
八
世
紀
の
農
村
社
会
の
人
口

増
加
は
、
無
保
有
の
借
地
・
借
家
人
で
農
繁
期
に
労
働
力
を
提
供
し
つ
つ
家

内
工
業
を
営
む
ホ
イ
ア
ー
リ
ソ
グ
と
い
う
新
住
民
層
の
飛
躍
的
拡
大
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
一
八
世
紀
後
半
に
は
国
家
の
人
口
増
殖
政
策
と

リ
ネ
ン
産
業
の
好
景
気
に
よ
っ
て
、
借
家
の
み
で
借
地
は
行
わ
ず
、
農
村
の

自
給
経
済
の
枠
か
ら
抜
け
出
て
家
内
工
業
の
現
金
収
入
に
生
計
の
基
盤
を
移

し
た
新
し
い
型
の
ホ
イ
ア
ー
リ
ン
グ
が
台
頭
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

労
働
者
家
族
へ
の
移
行
形
態
と
し
て
の
家
内
工
業
家
族
で
あ
る
。

　
結
婚
が
土
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
選
択
の
動

機
は
家
族
の
集
団
的
利
害
か
ら
若
者
の
個
人
的
動
機
の
優
先
へ
と
変
化
す
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
著
者
は
重
要
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
愛
情
原
理
の
イ
デ
…
で
は
な
く
実
践
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
結
婚
と
性
行

為
の
動
機
づ
け
と
い
う
点
で
、
近
代
家
族
の
軌
道
定
置
に
家
内
工
業
の
若
者

た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
鑑
ぺ
！
ジ
）
と
。
著
者
が
結
婚
の
日
常
史
の
記
述
に

市
民
層
で
は
な
く
下
層
を
選
ん
だ
の
は
、
彼
ら
こ
そ
近
代
の
市
民
的
結
婚
原

理
の
一
つ
の
柱
で
あ
る
愛
情
原
理
の
実
践
老
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　
6
の
「
プ
ロ
ト
工
業
家
族
か
ら
労
働
者
家
族
へ
」
で
は
、
リ
ネ
ン
の
生
産

実
態
と
と
も
に
ホ
イ
ア
…
リ
ン
グ
の
家
政
経
済
が
具
体
的
に
描
か
れ
る
。
　
一

九
世
紀
半
ば
に
は
機
械
紡
績
の
振
興
の
た
め
の
政
策
的
措
概
が
と
ら
れ
、
構

造
不
況
も
重
な
っ
て
家
内
工
業
は
危
機
に
陥
る
が
、
そ
れ
で
も
ホ
イ
ア
ー
リ

ン
グ
は
家
族
労
働
に
よ
る
生
活
時
間
の
自
己
管
理
と
自
給
的
な
生
活
基
盤
と

い
う
農
村
の
価
値
意
識
を
保
持
し
、
機
械
と
工
場
制
に
反
発
す
る
。
さ
ら
に

結
婚
行
動
に
言
及
し
、
農
民
層
に
較
べ
て
低
い
プ
ロ
ト
工
業
家
族
の
初
婚
年

齢
を
具
体
的
な
デ
ー
タ
で
確
認
し
て
い
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
の
工
場
制
へ
の
移
行
に
よ
り
プ
ロ
ト
工
業
家
族
形
成
の
た

め
の
構
造
的
基
盤
を
失
っ
た
農
村
下
層
は
日
雇
い
労
働
者
や
工
場
労
働
者
に

転
換
し
、
労
働
者
家
族
形
成
す
る
。
7
で
は
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
を
舞
台
と
す

る
「
工
業
化
お
よ
び
都
市
化
と
居
住
・
結
婚
行
動
」
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
勇

働
者
層
の
形
成
過
程
を
描
く
。
次
の
労
働
者
層
の
居
住
行
動
で
は
、
遠
隔
地

か
ら
移
住
し
て
き
た
繊
維
女
工
は
、
し
だ
い
に
住
居
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
は

か
る
遊
牧
民
的
居
住
形
態
と
い
う
労
働
者
層
の
一
般
約
な
居
住
行
動
を
取
る

が
、
地
元
出
身
の
主
力
は
農
村
的
伝
統
の
な
か
に
あ
り
、
よ
り
強
く
土
地
1
1

自
給
経
済
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
行
動
パ
タ
…
ン

は
し
だ
い
に
中
期
幅
で
佐
居
を
替
え
、
都
市
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
に
ふ
さ
わ

し
い
住
居
を
求
め
る
形
に
収
難
し
て
い
き
、
轡
住
行
動
に
関
し
て
は
市
民
層

と
労
働
者
層
の
間
の
階
層
差
が
縮
ま
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
結
婚
行
動
に
お
い
て
は
、
両
階
層
の
問
で
明
確
な
差
が
存
在

す
る
。
婚
前
の
純
潔
と
家
族
の
結
婚
へ
の
合
意
が
前
提
と
さ
れ
る
三
厩
層
に

対
し
、
労
働
者
層
で
は
性
関
係
が
結
婚
に
先
行
す
る
。
こ
こ
で
、
愛
情
原
理

の
突
践
者
は
労
働
者
層
と
い
う
著
者
の
テ
…
ゼ
が
確
認
さ
れ
、
娘
峙
代
の
経

済
的
独
立
と
交
際
の
拡
が
り
が
そ
の
基
盤
を
与
え
た
も
の
と
さ
れ
る
。
さ
ら

に
著
者
は
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
結
婚
公
示
な
ど
を
参
照
し
て
、
「
繊
維
労
働

や
建
設
労
働
は
、
女
中
奉
公
や
衣
料
品
関
連
の
労
働
と
は
災
な
り
、
『
女
ら

し
さ
』
に
適
合
す
る
女
性
労
働
の
性
格
を
も
た
な
い
」
た
め
「
結
婚
梱
手
の

ラ
ン
ク
で
は
一
段
下
」
と
な
り
、
「
『
女
ら
し
さ
』
に
適
合
的
な
職
業
瞥
基
準
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に
し
て
乎
工
業
者
や
専
門
労
働
者
か
、
非
熟
練
か
と
い
う
社
会
的
通
婚
圏
の

差
異
が
存
在
し
て
い
た
」
と
主
張
す
る
（
蹴
ペ
ー
ジ
）
。
そ
れ
ゆ
え
在
地
の
娘

は
、
繊
維
労
働
よ
り
衣
料
、
つ
ま
り
ミ
シ
ン
労
働
を
好
ん
だ
と
い
う
。

　
皿
部
は
「
市
民
的
女
性
運
動
と
結
婚
・
家
族
制
度
の
批
判
」
に
関
す
る
も

の
で
、
ま
ず
穏
健
派
の
主
張
が
検
討
さ
れ
る
。
最
初
に
研
究
動
向
を
紹
介
し
、

一
九
〇
八
年
を
境
に
し
た
市
民
的
女
性
運
動
の
右
傾
化
と
い
う
ナ
チ
へ
の
マ

イ
ナ
ス
の
連
続
性
を
主
張
す
る
エ
ヴ
ァ
ン
ス
説
を
退
け
、
近
代
に
お
け
る
女

性
解
放
お
よ
び
女
性
運
動
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
シ
ョ
ー
タ
ー
お
よ
び
ヴ
ェ

ー
ラ
ー
的
視
角
か
ら
穏
健
派
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
は
穏
健
派
の

母
性
主
義
を
、
精
神
能
力
や
人
間
と
し
て
の
価
値
と
し
て
の
男
女
の
対
等
性

お
よ
び
女
性
の
公
共
圏
へ
の
進
出
を
主
張
す
る
解
放
思
想
と
み
な
し
、
こ
れ

を
近
代
的
な
プ
ラ
ス
の
連
続
性
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
の
見
解
で
は
、
近
代
社
会
で
女
性
解
放
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
る
の
は
、

根
強
く
残
る
旧
約
聖
書
的
女
性
観
と
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
市
民
的
家
父
長
制
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
見
解
を
明
確
に
否
定
し
た
マ
リ
ア
ン
ネ
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
法
発
展
に
お
け
る
妻
と
母
』
が
、
市
民
的
女
性
運
動
の
理

論
的
到
達
点
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
急
進
派
に
関
し
て
は
、
男
女
同
権
の
実
現
の
た
め
労
働
者
運
動
と
の
協
力

を
追
求
し
続
け
た
が
、
階
級
的
立
場
を
鮮
明
に
す
る
社
会
主
義
女
性
運
動
に

共
闘
の
道
を
阻
ま
れ
た
こ
と
、
ド
イ
ツ
民
法
典
草
案
の
家
族
法
問
題
へ
の
闘

い
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
性
の
自
己
決
定
権
を
主
張
し

た
が
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
る
穏
健
派
と
の
闘
い
に
敗
北
し
た
経
緯
が
記
さ
れ

て
い
る
。

　
最
後
の
補
論
で
は
、
ド
イ
ツ
史
研
究
の
最
大
の
争
点
で
あ
る
「
特
有
の
道
」

論
を
家
族
・
女
性
史
研
究
の
レ
ベ
ル
で
語
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
応
え

て
い
る
。
リ
ー
ル
を
は
じ
め
ド
イ
ツ
で
は
対
抗
近
代
の
セ
ク
シ
ズ
ム
的
女
性

論
が
突
出
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
「
ド
イ
ツ
の
男
た
ち
は
女
性
に
た
い
し

て
支
配
的
か
つ
権
威
的
な
傾
向
が
強
く
、
性
別
役
割
が
い
っ
そ
う
鋭
い
形
を

と
る
」
（
紐
ペ
ー
ジ
）
こ
と
を
根
拠
に
、
著
者
は
夫
婦
の
愛
情
関
係
を
優
先

さ
せ
た
北
ア
メ
リ
カ
の
「
普
通
の
道
」
に
対
し
、
ド
イ
ツ
は
「
特
有
の
道
し

だ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
「
ド
イ
ツ
特
有
の
道
」
は
公
共
圏
の
み
な
ら
ず
、
察

族
圏
を
も
包
摂
し
て
い
た
の
だ
。

　
だ
が
、
著
者
の
主
張
は
こ
れ
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
家
族
圏
で
基

礎
づ
け
ら
れ
る
（
男
女
の
）
不
平
等
主
義
に
よ
っ
て
、
公
共
圏
に
お
け
る
（
人

種
や
民
族
の
）
不
平
等
主
義
の
正
当
性
が
引
き
出
さ
れ
て
い
た
」
（
緬
ペ
ー

ジ
）
と
主
張
し
、
「
特
有
の
道
」
的
現
象
に
「
近
代
」
社
会
が
内
包
す
る
も
う

一
つ
の
道
と
し
て
の
一
般
的
意
味
合
い
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
後
の

社
会
の
あ
り
方
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
「
特
有
の
道
」
を
過
去
の
も
の
と

見
る
の
で
は
な
ζ
、
「
特
有
の
道
」
を
内
包
し
て
い
る
「
普
通
の
道
」
自
体
を

批
判
的
に
対
象
化
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
本
書
を
結
ん
で
い
る
。

　
本
書
の
内
容
が
あ
ま
り
に
も
豊
富
な
た
め
紹
介
で
き
な
か
っ
た
箇
所
も
多

い
が
、
次
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
考
察
視
角
に
か
か
わ
る
間
題
で
あ
る
。
市
民
的
家
父
長
制
の
成
立

と
い
う
近
代
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
著
者
は
決
し
て
近
代
を
賛
美
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

れ
で
も
本
書
の
根
底
に
は
呪
縛
か
ら
の
解
放
の
過
程
と
し
て
の
近
代
と
い
う

図
式
が
あ
る
。
女
性
は
「
人
身
的
な
自
律
性
を
確
保
し
え
な
か
っ
た
」
（
粥

ペ
ー
ジ
）
と
、
「
母
性
機
能
を
原
罪
」
と
と
ら
え
る
旧
約
の
女
性
観
が
前
近
代

で
は
理
念
的
に
も
実
践
に
お
い
て
も
支
配
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、

最
近
の
女
性
史
研
究
は
前
近
代
の
女
た
ち
は
身
体
に
関
し
て
必
ず
し
も
「
否
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司書

定
的
し
で
は
な
い
独
自
な
価
値
観
を
も
ち
、
生
殖
の
自
己
コ
ン
ト
ー
ル
を
実

践
し
て
い
た
こ
と
、
こ
う
し
た
「
女
性
空
間
」
が
近
代
に
な
っ
て
国
家
と
男

性
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
見
解
を

ど
う
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
関
連
し
て
第
二
に
、
年
老
は
女
性
の
営
利
活
動
と
性
の
解
放
を

直
結
さ
せ
る
シ
ョ
内
訓
1
説
を
単
純
だ
と
批
判
し
な
が
ら
も
、
「
性
の
自
由

化
」
は
共
同
体
の
規
制
や
家
の
利
害
か
ら
解
放
さ
れ
て
個
人
的
動
機
が
優
先

さ
れ
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の
、
つ
ま
り
基
本
的
に
は
プ
ロ
ト
工
業
化

期
を
含
め
た
拡
大
近
代
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
そ

の
さ
い
、
著
者
は
女
性
の
経
済
的
自
立
も
重
要
な
個
人
的
動
機
の
一
つ
に
含

め
て
い
る
。
た
し
か
に
前
近
代
に
は
近
代
に
は
な
い
結
婚
制
約
要
素
が
存
在

し
た
が
、
そ
れ
で
も
農
村
の
下
層
の
間
で
婚
前
交
渉
の
慣
習
は
あ
っ
た
し
、

近
代
の
性
行
動
も
こ
う
し
た
近
代
以
前
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
受
け
継
い
で
い

る
た
め
、
「
性
の
自
由
」
は
必
ず
し
も
近
代
的
な
も
の
と
い
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。
著
者
は
家
族
史
関
係
の
多
く
の
諸
説
を
紹
介
し
て
い
る
の
に
、
近

代
以
前
の
「
女
性
の
自
律
空
間
」
を
示
齢
す
る
文
献
に
は
言
及
せ
ず
、
ま
た

近
代
に
お
け
る
下
層
の
女
性
の
呪
縛
的
な
状
況
を
と
な
え
る
説
に
十
分
置
回

答
し
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

　
第
三
に
「
近
代
家
族
の
定
置
に
家
内
工
業
の
若
者
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
」
と
い
う
説
に
つ
い
て
。
著
者
が
問
題
に
し
て
い
る
夫
婦
の
愛
情
と
は
、

近
代
家
族
の
特
微
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
近
代
家
族
に
は
子
ど
も
中

心
主
義
、
閉
鎖
的
私
空
間
の
存
在
な
ど
、
家
内
工
業
家
族
に
は
見
ら
れ
な
い

多
く
の
特
微
が
存
在
す
る
の
に
、
愛
情
面
だ
け
を
特
化
し
て
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
時
期
的
に
は
プ
ロ
ト
工
業
化
期
は
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
に
位

置
し
、
近
代
の
市
民
的
愛
情
原
理
の
誕
生
以
前
に
す
で
に
「
個
人
主
義
的
で

選
択
的
な
結
婚
行
動
」
が
実
践
さ
れ
て
い
た
。
二
2
個
者
は
こ
の
行
動
様
式
を
近

代
の
籍
塒
で
見
て
い
る
よ
う
だ
が
、
メ
デ
ィ
ヅ
ク
の
主
張
す
る
よ
う
な
近
代

理
念
と
は
別
次
元
の
「
下
層
民
的
対
等
性
」
と
い
う
枠
組
み
の
方
が
適
切
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
市
民
層
に
お
い
て
は
、
著
者
の
言
う
よ
う
に
対
等
な
愛
情
関
係
や
「
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
」
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
愛
情
は
結

婚
の
要
件
と
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
、
た
と
え
「
理
性
愛
」
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
「
愛
」
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。
逆
に
労

働
者
層
の
伝
記
で
は
、
「
愛
あ
る
結
婚
生
活
」
よ
り
「
愛
な
き
性
関
係
に
よ
る

妊
娠
」
の
結
果
、
結
婚
し
、
婚
姻
生
活
で
は
家
父
長
的
な
夫
の
支
配
と
家
購

と
就
業
と
の
二
重
負
担
に
苦
し
む
と
い
う
姿
の
方
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

下
層
を
中
心
と
す
る
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
の
事
例
研
究
そ
れ
自
体
は
大
変
興
味

深
い
も
の
だ
が
、
結
婚
の
日
常
史
を
う
た
う
の
だ
か
ら
、
市
民
課
の
結
婚
の

歴
史
的
変
化
に
も
う
少
し
触
れ
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
第
四
に
、
女
性
が
「
女
ら
し
い
」
職
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
。

地
元
出
身
の
未
婚
女
性
が
紡
績
工
場
で
の
労
働
を
敬
遠
し
た
の
は
審
実
だ
が
、

そ
れ
は
「
女
ら
し
さ
」
に
適
っ
て
い
な
い
以
上
に
、
不
熱
練
労
働
と
劣
悪
な

労
働
条
件
と
い
う
理
由
で
遠
隔
地
か
ら
来
る
「
二
流
労
働
力
」
の
た
め
の
仕

事
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
繊
維
で
も
条
件
の
よ
い
熟
練
労

働
で
あ
る
織
物
の
人
気
は
高
か
っ
た
。
ミ
シ
ン
も
乾
食
労
働
で
あ
る
。
女
性

と
し
て
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
あ
げ
る
た
め
に
「
熟
練
」
も
重
要
な
指
標
と
な
っ

て
い
た
。

　
第
五
に
、
穏
健
派
の
評
価
に
関
し
て
。
母
性
主
義
を
女
性
解
放
の
文
脈
に

位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
評
者
は
、
『
近
代

ド
イ
ツ
の
母
性
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
（
勤
草
書
房
・
一
九
九
三
年
）
で
詳
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述
し
て
い
る
。
だ
が
著
者
は
、
一
九
一
〇
年
以
降
の
穏
健
派
の
動
向
に
は
ま

っ
た
く
触
れ
ず
に
、
二
〇
世
紀
以
降
も
プ
ラ
ス
の
連
続
性
の
な
か
に
位
置
づ

け
て
い
る
。
結
婚
に
よ
る
性
倫
理
の
規
制
の
絶
対
化
と
い
う
穏
健
派
の
主
張

を
著
者
は
「
伝
統
拘
束
性
」
と
み
な
し
て
い
る
が
、
当
時
の
「
性
の
自
己
決

定
権
」
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
は
「
進
歩
」
か
「
伝
統
」
か
と
い
う
基
準
で

裁
断
で
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
。
穏
健
派
は
「
強
力
な
ド
イ
ツ
国
家
の
樹
立
」

と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
観
点
を
共
有
し
、
性
倫
理
も
こ
の
国
家
形
成
と

の
関
連
で
問
題
に
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
性
聞
題
に
お
け
る
個
人
主
義
否
定

の
立
場
ゆ
え
に
、
穏
健
派
は
ナ
チ
的
民
族
主
義
さ
え
否
定
し
き
れ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
穏
健
派
の
立
場
は
、
旧
約
的
女
性
観
と
市
民
的
家
父
長
制
の
否

定
で
も
っ
て
解
放
史
の
文
脈
に
位
竃
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は

決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
家
族
圏
で
の
「
特
有
の
道
」
論
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
愛
情
関

係
重
視
の
夫
婦
関
係
が
実
銭
さ
れ
て
い
る
近
代
の
一
、
普
通
の
道
」
と
主
張
す

る
の
な
ら
、
核
心
部
分
で
あ
る
だ
け
に
比
較
史
的
観
点
か
ら
き
ち
ん
と
デ
ー

タ
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
ま
た
り
ー
ル
を
は
じ
め
、
ド
イ
ツ
の
近
代
に
は

た
し
か
に
女
性
蔑
視
的
な
論
が
多
い
が
、
ド
イ
ツ
以
外
．
の
操
法
で
の
こ
う
し

た
論
理
の
有
無
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ざ
ら
に
ド
イ
ツ
の
家
族

が
権
威
主
義
的
だ
っ
た
こ
と
は
認
め
る
と
し
て
も
、
性
別
役
罰
分
担
や
厳
格

な
性
モ
ラ
ル
、
そ
し
て
何
よ
り
も
著
者
が
繰
り
返
し
主
張
す
る
市
民
的
家
父

長
制
と
い
う
点
で
は
他
の
西
洋
諸
国
と
の
共
通
項
が
指
摘
で
き
、
こ
の
点
で

は
ド
イ
ツ
の
家
族
も
特
殊
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。

　
ま
た
「
特
有
の
道
」
を
指
摘
し
た
す
ぐ
後
で
、
こ
れ
は
実
は
「
近
代
」
社

会
の
内
包
す
る
も
う
一
つ
の
道
で
あ
る
と
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
に
、
評
者
は

当
惑
し
て
し
ま
っ
た
。
「
特
有
の
道
」
が
一
般
的
性
格
を
も
つ
も
の
な
ら
、
な

ぜ
「
普
通
の
道
」
と
区
別
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
四
五
年

以
前
の
ア
メ
リ
カ
の
「
弘
道
の
道
」
は
「
批
判
的
意
味
で
の
近
代
」
と
無
関

係
だ
っ
た
が
、
今
の
ア
メ
リ
カ
の
「
普
通
の
道
」
は
こ
う
し
た
危
険
性
を
内

包
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
の
「
否
定
的
近
代
」
論
に
当
惑
す
る
の
は
、
坐
論
を
除
い
た
本
書
の

叙
述
に
近
代
に
肯
定
的
な
ス
タ
ン
ス
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
普
通
の
道
」
自
体
の
批
判
的
対
象
化
を
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
で
「
未
決

の
近
代
」
や
「
先
祖
返
り
的
な
対
抗
『
近
代
』
」
と
い
う
…
　
肖
葉
を
使
用
す
る
の

は
、
著
者
の
近
代
へ
の
肯
定
的
な
評
価
の
慣
れ
と
も
い
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

著
者
は
「
否
定
的
近
代
」
を
の
り
こ
え
る
道
を
結
局
の
と
こ
ろ
「
近
代
の
徹

底
化
」
に
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
著
者
が
近
代
に

対
し
て
ア
ン
ビ
ア
レ
ン
ト
な
鬼
燈
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
近
代
の

危
機
の
深
刻
化
と
近
代
批
判
の
先
鋭
化
と
い
う
現
状
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て

い
る
。
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