


結
婚
生
活
を
続
け
て
い
く
こ
と
、
あ
る
い
は
互
い
が
別
の
場
所
で

性
の
充
足
を
求
め
る
よ
う
な
関
係
は
、
持
続
可
能
に
な
り
に
く
い

の
で
は
な
い
か
。
私
は
彼
女
に
そ
う
答
え
ま
し
た
。

上
野
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ャ
ル
（
異
性
愛
者
）
の
女
性
と
ゲ
イ
の

男
性
の
あ
い
だ
で
友
情
が
成
り
立
つ
ケ
ー
ス
は
珍
し
く
な
い
で
す

よ
ね
。

森
本
も
ち
ろ
ん
友
情
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、「
結
婚
し
た
い
」

と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
の
関
係
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

上
野
結
婚
を
た
ん
な
る
社
会
契
約
だ
と
思
え
ば
よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

森
本
う
ー
ん
、
私
は
、
結
婚
に
ま
つ
わ
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム

が
す
べ
て
社
会
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
の
で

す
。
男
女
と
い
う
組
み
合
わ
せ
だ
け
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
性
も

含
め
て
お
互
い
が
全
人
格
的
に
満
た
さ
れ
る
ほ
う
が
、
二
人
の
関

係
は
幸
い
で
持
続
的
だ
ろ
う
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

上
野
理
想
は
ね
。
で
も
世
の
中
に
は
、
出
産
し
て
か
ら
ず
っ

と
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
の
夫
婦
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
い
る
よ
う
で
す

よ
。

森
本
え
え
。
で
す
が
、
出
産
後
と
か
で
は
な
く
、
結
婚
前
か

ら
性
関
係
が
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
良
好
な
婚こ

ん

姻い
ん

関
係
を
築
い
て

い
け
る
で
し
ょ
う
か
。

上
野
い
ま
で
は
、
セ
ッ
ク
ス
を
一
度
も
し
な
い
ま
ま
に
結
婚

す
る
夫
婦
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最

近
は
性
に
関
す
る
世
間
の
風
潮
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
実
感
さ

せ
ら
れ
ま
す
。
ポ
リ
ア
モ
リ
ー
（
関
係
者
全
員
の
合
意
を
得
た
う

え
で
、
複
数
の
人
と
恋
愛
関
係
を
結
ぶ
恋
愛
ス
タ
イ
ル
）
を
公
言

す
る
人
も
出
て
き
ま
し
た
。

森
本
性
に
関
す
る
多
様
性
は
間
違
い
な
く
広
が
っ
て
い
く
で

し
ょ
う
。
私
は
男
女
の
結
婚
制
度
を
絶
対
視
す
る
わ
け
で
は
な
い

し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の
自
由
な
選
択
も
尊
重
さ
れ
公
認
さ
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
意
見
で
す
。
そ
の
う
え
で
、
持
続
的
な
幸
せ
を
得
ら
れ

る
可
能
性
で
い
え
ば
、
排
他
的
関
係
を
も
た
な
い
ポ
リ
ア
モ
リ
ー

は
あ
ま
り
高
く
は
な
い
と
い
う
考
え
で
す
。

上
野
私
が
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
は
、
長
続
き
し
て
い
る
カ
ッ

プ
ル
ほ
ど
、
人
生
の
節
目
で
何
度
か
夫
婦
関
係
の
「
再
選
択
」
を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
た
ん
に
別
の
選

択
肢
が
な
い
場
合
も
含
ま
れ
る
の
だ
け
れ
ど
、
惰
性
で
は
な
く
て

折
に
触
れ
て
選
び
直
し
を
し
て
き
た
夫
婦
が
結
果
と
し
て
持
続
す

る
の
で
し
ょ
う
。

森
本
な
る
ほ
ど
、
再
選
択
の
繰
り
返
し
で
す
か
。
多
く
の
夫

婦
が
思
い
当
た
る
言
葉
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

未
知
の
問
い
を
立
て
て
ノ
イ
ズ
を
起
こ
す

上
野
そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
入
り
ま
し
ょ
う
か
。
た
だ
し
最
初
に

断
っ
て
お
く
と
、
私
は
森
本
さ
ん
と
藤
原
正
彦
さ
ん
（
お
茶
の
水

女
子
大
学
名
誉
教
授
）
の
対
談
（『
Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
』
二
〇
二
二
年

七
月
号
「『
国
語
と
教
養
』
を
軽
視
す
る
愚
か
さ
」）
の
よ
う
な
格

調
の
高
い
話
は
で
き
ま
せ
ん
よ
（
笑
）。

森
本

と
ん
で
も
な
い
。
私
は
藤
原
先
生
と
の
対
談
の
な
か

で
、「
得
ら
れ
た
知
識
で
そ
の
人
自
身
が
変
わ
り
、
も
の
の
見
方

や
考
え
方
が
変
わ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
本
義

が
あ
る
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

ま
た
、
本
当
の
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
い
つ
も
反
時
代
的
で
、
社

会
へ
の
挑
戦
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
欧
米
で
は
十
九
世
紀
の
終
わ

り
ご
ろ
か
ら
、
知
と
富
が
結
び
つ
い
て
専
門
性
の
高
い
大
学
・
大

学
院
が
次
々
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
二
十
世
紀
の
二
度
の

大
戦
を
経
て
、
過
度
な
専
門
主
義
や
科
学
偏
重
主
義
の
限
界
が
露

呈
し
、
人
間
性
の
根
本
に
立
ち
返
る
意
味
で
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が

復
権
し
た
。
つ
ま
り
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
本
来
、
国
の
政
策

に
よ
っ
て
大
学
を
動
か
す
こ
と
へ
の
原
理
的
な
反
発
な
の
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
上
野
先
生
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

上
野
「
反
時
代
的
」
や
「
社
会
へ
の
挑
戦
」
と
い
う
お
言
葉

ど
お
り
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
や
教
養
と
は
、
ま
さ
し
く
批
判
的
知

性
を
育
て
る
も
の
で
す
。
哲
学
者
の
加
藤
周
一
さ
ん
は
、
批
判
的

知
性
の
向
か
う
先
は
ま
ず
第
一
に
「
自
己
批
判
」
だ
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
、
誰
も
考
え
た
こ
と
の
な
い
問
い
を
立
て
て
、

ノ
イ
ズ
（
雑
音
）
を
起
こ
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
と
く
に
私

が
研
究
し
て
き
た
社
会
学
は
、「
常
識
の
関
節
外
し
技
」
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
常
識
を
疑
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
学

問
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
周
辺
か
ら
社
会
を
相
対
化
し
て
見
る
営

い
と
な
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み
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
社
会
学
は
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

の
原
点
の
よ
う
な
学
問
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

森
本

上
野
先
生
は
東
京
大
学
で
教
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
か

ら
、
学
問
の
権
威
と
自
由
、
知
性
主
義
と
反
知
性
主
義
、
そ
の
両

方
を
実
感
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

上
野
戦
後
の
日
本
で
、
全
国
の
大
学
で
創
設
さ
れ
た
教
養
学

部
は
、
一
時
の
大
学
改
革
に
よ
っ
て
解
体
の
危
機
に
陥お

ち
いり
ま
し

た
。
東
大
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
結
果
的
に

教
養
学
部
が
守
り
抜
か
れ
た
の
は
、
蓮は

す

實み

重し
げ

彦ひ
こ

さ
ん
の
お
か
げ
で

す
。
蓮
實
さ
ん
は
東
大
の
教
養
学
部
長
か
ら
初
め
て
総
長
に
就
任

さ
れ
た
方
で
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
重
要
性
を
真
に
理
解
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
日
本
の
大
学
全
体
が
実
学
中
心
の

専
門
学
校
化
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

森
本
政
界
や
経
済
界
を
中
心
に
「
カ
ネ
を
生
ま
な
い
学
問
は

意
味
が
な
い
」
と
い
う
風
潮
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
先
日
、
あ

る
官
僚
の
方
と
話
し
た
と
き
に
、「
人
文
社
会
学
系
の
大
学
院
に

進
学
し
た
っ
て
、
大
し
て
給
料
が
上
が
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ

な
の
に
行
く
理
由
が
わ
か
ら
な
い
」
と
口
に
さ
れ
て
い
て
愕が

く

然ぜ
ん

と

し
ま
し
た
。
そ
の
方
に
と
っ
て
は
、
学
問
を
修
め
る
の
は
給
料
を

上
げ
る
た
め
で
し
か
な
い
、
と
い
う
認
識
な
の
で
す
。

上
野
そ
う
い
う
方
が
国
の
政
策
を
担に

な

っ
て
い
る
こ
と
が
恐
ろ

し
い
。
教
育
を
人
的
資
本
形
成
だ
と
捉
え
、
収
益
を
生
み
出
す
こ

と
し
か
頭
に
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
人
た
ち
に
国
の
舵か

じ

取と

り

を
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
再
び
教
養
学
部
や
文
学
部
の
解
体
論
に

も
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

森
本
岸
田
文
雄
首
相
が
自
ら
議
長
を
務
め
る
教
育
未
来
創
造

会
議
は
、
理
系
分
野
を
専
攻
す
る
大
学
生
の
割
合
を
、
二
〇
三
二

年
ご
ろ
ま
で
に
現
在
の
三
五
％
か
ら
五
〇
％
に
増
や
す
目
標
を
掲か
か

げ
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
の
先
進
国
は
四
〇
％
を

超
え
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
国
々
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
な
の

で
し
ょ
う
。
し
か
し
政
府
が
推
進
す
る
施
策
は
、
明
治
時
代
の
殖

産
興
業
的
な
発
想
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
が
学
生
時
代
に
ネ
パ
ー
ル
に
赴お

も
むい
た
と
き
感
じ
た
こ
と
で
す

が
、
発
展
途
上
国
の
大
学
に
あ
る
の
は
理
系
・
実
学
ば
か
り
で

す
。
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
の
ネ
パ
ー
ル
は
世
界
で
も
っ
と
も
進
ん

だ
国
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
人
文
社
会
科
学
の
充
実
こ

そ
、
そ
の
国
の
文
化
の
達
成
度
を
示
す
も
の
で
す
。
理
系
分
野
を

増
や
せ
ば
国
民
が
幸
せ
に
な
る
と
い
う
発
想
自
体
、
エ
ビ
デ
ン
ス

も
な
い
し
、
あ
ま
り
に
も
安
直
で
し
ょ
う
。

上
野
そ
う
で
す
ね
。
私
は
、
理
系
＝
実
学
、
文
系
＝
虚
学
と

は
必
ず
し
も
捉
え
て
い
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
工
学
系
の
分
野
は
実

利
的
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
こ
そ
藤
原
正
彦
さ
ん
の
ご
専
門
で
あ
る

数
学
な
ん
て
、
限
り
な
く
哲
学
に
近
い
学
問
で
す
よ
ね
。

森
本
藤
原
先
生
自
身
、
数
学
で
問
題
を
解
く
の
に
必
要
な
の

は
美
的
感
覚
や
情
緒
力
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

上
野
理
系
分
野
の
先
生
方
と
話
し
て
い
て
い
つ
も
感
じ
る
の

が
、
基
礎
理
論
・
基
礎
研
究
に
研
究
費
が
な
か
な
か
出
な
い
こ
と

へ
の
強
い
危
機
感
で
す
。
短
期
的
に
成
果
が
上
が
る
分
野
に
ば
か

り
お
金
が
投
入
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。

学
者
が
研
究
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
根
源
は
何
か
。
そ
れ
は

「
面
白
い
。
知
り
た
い
」
と
い
う
好
奇
心
に
尽
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
人
間
を
突
き
動
か
す
基
礎
的
な
研
究
に
こ
そ
、
半
世
紀

後
に
人
び
と
の
た
め
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
思
い
返
す
べ
き
で
す
。

日
本
の
大
学
は「
メ
タ
知
識
」を
生
み
出
せ
て
い
な
い

森
本
上
野
先
生
と
い
え
ば
、
二
〇
一
九
年
度
の
東
京
大
学
入

学
式
で
の
祝
辞
が
話
題
を
呼
び
ま
し
た
よ
ね
。
知
の
創
造
性
や
多

様
性
の
価
値
な
ど
、
こ
れ
か
ら
学
問
に
向
き
合
う
学
生
た
ち
に
ふ

さ
わ
し
い
お
話
だ
と
、
私
も
感か

ん

銘め
い

を
受
け
ま
し
た
。

上
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ス
ピ
ー
チ
で
は
、
ま
だ
見

た
こ
と
の
な
い
知
を
生
み
出
す
た
め
の
知
を
「
メ
タ
知
識
」
と
呼

ぼ
う
と
訴
え
た
の
で
す
が
、
じ
つ
は
私
自
身
、
こ
の
名
称
が
い
ま

だ
に
し
っ
く
り
き
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
（
笑
）。
心
理
学
に
は

メ
タ
認
知
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
違
い
ま

す
。森

本
「
メ
タ
知
識
」
と
は
、
既
存
の
知
識
の
枠
組
み
を
飛
び

越
え
る
一
段
高
次
元
の
知
の
こ
と
で
す
よ
ね
。

上
野
え
え
。
か
と
い
っ
て
、
ノ
ウ
ハ
ウ
や
ス
キ
ル
と
い
っ
た

言
葉
を
使
う
と
、
ど
こ
か
軽
く
聞
こ
え
て
し
ま
い
ま
す
し
。

森
本
存
在
し
な
い
も
の
に
あ
え
て
名
前
を
つ
け
よ
う
と
試
み
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る
上
野
先
生
の
姿
勢
は
、
研
究
者
の
原
点
だ
と
思
い
ま
す
。

上
野
あ
の
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
あ
と
に
東
大
法
学
部
三
年
の
学

生
が
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
て
、「
先
生
は
高
等
教
育
の
役
割

は
『
メ
タ
知
識
』
を
身
に
つ
け
る
こ
と
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
い
ま
僕
ら
の
受
け
て
い
る
教
育
が
、
そ
ん
な
教
育
と
は
思
え

ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
き
た
ん
で
す
。

森
本
何
と
も
率
直
な
訴
え
で
は
な
い
で
す
か
（
笑
）。

上
野

私
は
彼
に
こ
う
返
し
ま
し
た
。「
は
い
、
そ
の
と
お
り

で
す
」
と
（
笑
）。
残
念
な
が
ら
い
ま
の
高
等
教
育
は
、「
メ
タ
知

識
」
を
身
に
付
け
る
役
割
を
果
た
せ
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

森
本
わ
た
し
は
哲
学
や
神
学
と
い
う
古
い
学
問
系
な
の
で
、

大
学
教
育
で
新
た
な
知
を
創
造
す
る
の
は
、
簡
単
で
は
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生
は
既
存
の
知

を
一
所
懸
命
に
学
ん
で
耕た

が
やす

こ
と
で
、
新
し
い
よ
う
に
見
え
る
薄

い
一
枚
の
皮
を
つ
く
る
の
が
や
っ
と
で
し
ょ
う
。

上
野
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
が
、
現
実
の

変
化
が
学
問
を
追
い
抜
い
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
の
な
か
、

い
か
に
し
て
新
た
な
知
を
生
み
出
す
か
。
情
報
工
学
に
は
「
情
報

と
は
ノ
イ
ズ
が
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
あ
り
ま

す
が
、
私
は
こ
の
言
葉
が
と
て
も
腑ふ

に
落
ち
ま
し
た
。
ノ
イ
ズ
な

き
と
こ
ろ
に
情
報
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
で
は
ノ
イ
ズ
は
ど
こ
で
発

生
す
る
か
と
い
え
ば
、
シ
ス
テ
ム
間
の
落
差
か
ら
発
生
し
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
は
、「
シ
ス
テ
ム
と

は
ノ
イ
ズ
の
縮
減
装
置
」
だ
と
い
い
ま
す
。

森
本
ノ
イ
ズ
が
小
さ
く
な
っ
た
ほ
う
が
、
ス
ム
ー
ス
で
考
え

る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
か
ら
ね
。

上
野
え
え
。
言
い
換
え
れ
ば
シ
ス
テ
ム
と
は
、
物
事
を
ル
ー

テ
ィ
ン
化
す
る
こ
と
で
ノ
イ
ズ
の
発
生
を
抑
制
す
る
装
置
な
の
で

す
。
裏
を
返
せ
ば
、
シ
ス
テ
ム
に
ど
っ
ぷ
り
浸つ

か

か
っ
て
い
た
ら
ノ

イ
ズ
が
生
ま
れ
ず
、
情
報
は
つ
く
ら
れ
な
い
し
、
知
の
創
造
も
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
、
既
存
の
社
会
に
疑
問
を
呈
し
続
け

て
き
た
社
会
学
者
は
、
ノ
イ
ズ
・
メ
ー
カ
ー
だ
と
い
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

森
本
な
る
ほ
ど
。
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
に
ふ
さ
わ
し
い
お
話
で

す
。
じ
つ
は
神
学
と
い
う
学
問
も
同
じ
な
の
で
す
。
中
世
の
大
学

は
教
会
と
深
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
が
、
神
学
は
教
会
や
教
義
を

批
判
的
に
論
ず
る
の
で
、
教
会
は
大
学
を
危
険
視
し
て
い
た
の
で

す
。
そ
う
い
う
緊
張
が
あ
っ
て
こ
そ
、
学
問
が
進
み
ま
す
。

上
野
批
判
や
対
立
も
ノ
イ
ズ
の
一
種
で
す
ね
。

森
本
ノ
イ
ズ
を
生
む
た
め
に
は
、
ま
ず
は
小
さ
な
シ
ス
テ
ム

が
あ
ち
こ
ち
に
存
在
す
る
事
実
に
気
づ
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

教
育
も
あ
る
種
の
シ
ス
テ
ム
化
で
、
誰
も
が
そ
の
な
か
で
そ
の
人

な
り
の
知
性
と
偏
見
が
育
て
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
終

わ
ら
ず
に
、
自
分
が
触
れ
て
き
た
も
の
と
は
別
の
シ
ス
テ
ム
に
積

極
的
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ノ
イ
ズ
が
生
じ
て
、
そ
こ
か

ら
新
し
い
知
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

上
野
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
国
家
だ
っ
て
じ
つ
は
、
狭

く
て
小
さ
な
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
と
も
い
え
ま
す
。
だ
か
ら
複
数
の

言
語
を
学
び
、
他
国
の
文
化
を
知
る
こ
と
が
と
て
も
大
事
な
ん
で

す
。
と
こ
ろ
が
最
近
の
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
、
英
語
以
外
の
外

国
語
教
育
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
か
、
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
（
単
一
言

語
習
得
者
）
化
し
て
い
る
と
耳
に
し
ま
す
。

森
本
英
語
が
多
く
の
国
で
通
じ
る
か
ら
か
、
ア
メ
リ
カ
人
は

も
と
も
と
他
言
語
を
学
ぼ
う
と
し
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
日
ご

ろ
か
ら
異
な
る
言
語
に
触
れ
て
い
な
い
と
、
い
ず
れ
は
英
語
力
す

ら
衰
退
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
言
い
た
い
で
す
ね
。

上
野
母
国
語
以
外
を
学
ば
な
い
と
、
自
分
た
ち
の
言
語
を
相

対
化
で
き
ま
せ
ん
し
、
新
し
い
知
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
逆

に
い
え
ば
、
日
本
の
よ
う
な
言
語
小
国
民
は
必
然
的
に
多
様
な
言

語
を
学
ぶ
必
要
に
迫
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
好
機

が
巡め

ぐ

っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

森
本
日
本
が
世
界
で
戦
う
に
は
、
否い

や

応お
う

な
し
に
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
（
二
言
語
習
得
者
）
に
な
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

上
野
そ
う
な
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
化
は
、

日
本
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
渡
り
合
う
う
え
で
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ

と
感
じ
ま
し
た
。

大
学
入
試
の
推
薦
枠
を
拡
大
す
べ
き

上
野
日
本
の
高
等
教
育
に
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が
根
づ
か
な
い

背
景
に
は
、
大
学
の
選
抜
方
式
も
関
係
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
現

在
の
入
学
試
験
の
よ
う
に
、
一
つ
の
正
解
が
決
ま
っ
て
い
る
問
題
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の
正
答
率
を
競
う
や
り
方
で
は
、「
ク
イ
ズ
王
」
の
よ
う
な
人
材

ば
か
り
が
集
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。

森
本
同
感
で
す
。
で
も
当
の
東
大
は
、
い
ま
の
入
試
選
抜
制

度
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
市

民
社
会
の
公
益
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
エ
リ
ー
ト
を
輩
出
す
る
と
い

う
自
分
だ
け
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

上
野
公
益
と
い
う
よ
り
、
国
益
優
先
で
す
ね
。

森
本
上
野
先
生
は
東
大
の
入
試
選
抜
制
度
を
ど
の
よ
う
に
変

革
す
べ
き
と
お
考
え
で
す
か
。

上
野
現
在
の
東
大
入
試
の
総
定
員
は
約
三
〇
〇
〇
人
な
の
で

す
が
、
そ
の
な
か
で
推
薦
枠
は
全
体
の
約
三
％
の
一
〇
〇
人
程
度

に
と
ど
ま
り
ま
す
。
私
は
い
っ
そ
の
こ
と
、
推
薦
枠
を
一
〇
〇
〇

人
程
度
、
す
な
わ
ち
総
定
員
の
三
分
の
一
ほ
ど
に
大
胆
に
拡
大
す

る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
東
大
一
般
入
試
の
女
性
の
割
合
は

二
割
に
満
た
な
い
一
方
で
、
推
薦
入
試
で
は
四
割
を
超
え
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
推
薦
入
試
の
枠
を
増
や
せ
ば
、
女
子
学
生
の
割
合

も
自
ず
と
増
す
わ
け
で
す
。

森
本
た
ん
に
女
性
の
割
合
を
増
や
す
と
訴
え
る
と
、
ア
フ
ァ

ー
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
（
積
極
的
格
差
是
正
措
置
）
へ
の
反
発

が
起
こ
り
そ
う
で
す
が
、
た
し
か
に
推
薦
入
試
枠
の
拡
大
な
ら
ば

自
然
と
女
性
割
合
の
増
加
が
実
現
で
き
そ
う
で
す
ね
。

上
野
す
で
に
大
胆
な
Ａ
Ｏ
入
試
を
実
施
し
た
大
学
の
調
査
で

は
、
推
薦
枠
の
入
学
生
の
ほ
う
が
一
般
入
試
で
入
っ
た
学
生
よ
り

も
在
学
中
の
成
績
の
伸
び
し
ろ
が
大
き
く
、
他
の
学
生
に
好
影
響

を
与
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
地
方
国
立
大
学
で

は
推
薦
枠
を
総
定
員
の
四
割
に
引
き
上
げ
る
方
針
を
示
す
な
ど
、

他
の
大
学
は
行
動
に
移
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
東
大
の
入
試
制
度

が
変
わ
れ
ば
、
受
験
業
界
全
体
の
改
革
が
一
気
に
進
み
ま
す
よ
。

森
本

大
学
入
試
を
急
速
に
変
え
て
い
る
の
が
ア
メ
リ
カ
で

す
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
や
Ａ
Ｃ
Ｔ
な
ど
の
全
米
標
準
テ
ス
ト
は
、
も
は
や
多

く
の
大
学
で
任
意
も
し
く
は
実
施
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

上
野
そ
れ
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
そ
こ
ま
で

き
ま
し
た
か
。

森
本
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ブ
リ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス
が
著あ

ら
わし
た
『
衡
平

な
大
学
入
試
を
求
め
て
』（
九
州
大
学
出
版
会
）
に
詳
細
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
入
試
改
革
を
先
導
す
る
Ｕ
Ｃ
（
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
）
は
公
立
校
な
の
で
社
会
と
契
約
関
係
に
あ

り
、
公
益
を
め
ざ
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
多
様
性
の
あ
る
入
試
制

度
へ
の
大
幅
な
変
更
が
可
能
だ
と
い
う
の
で
す
。

上
野
公
益
を
体
現
し
て
い
る
と
は
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
日

本
で
も
入
試
の
段
階
で
、
偏
差
値
よ
り
も
伸
び
し
ろ
の
あ
る
子
を

選
抜
す
る
べ
き
で
す
。

森
本
そ
う
考
え
る
と
、
次
に
必
要
に
な
る
の
が
、
伸
び
し
ろ

の
あ
る
学
生
を
見
極
め
る
制
度
変
更
で
す
。
入
学
後
に
伸
び
そ
う

な
学
生
を
、
入
学
前
に
ど
う
や
っ
て
見
つ
け
出
す
か
。

上
野
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
入
試
問
題
で
、
受
験
者
に
長
い
論

文
を
書
か
せ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
答
え
の
出
な
い
哲
学
的
な

問
い
を
与
え
て
、
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
も
構
わ
な
い
か
ら
何
日
以

内
に
完
成
さ
せ
な
さ
い
、
と
出
題
す
る
の
で
す
。
伸
び
し
ろ
の
あ

る
学
生
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
論
理
や
表
現
が
稚ち

拙せ
つ

だ
と
し
て
も
、

教
員
が
「
お
っ
！
」
と
思
う
斬
新
な
発
想
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
上

げ
る
は
ず
で
す
。
私
の
経
験
上
、
東
大
生
は
全
体
と
し
て
ど
の
課

題
も
そ
つ
な
く
こ
な
す
適
応
力
が
あ
り
ま
す
が
、
教
員
側
の
想
定

を
超
え
た
レ
ポ
ー
ト
を
出
す
確
率
は
私
立
大
学
の
学
生
の
ほ
う
が

多
い
印
象
で
す
。

森
本

私
も
何
年
か
非
常
勤
で
教
え
ま
し
た
が
、
東
大
で
は

「
答
え
を
間
違
え
る
」
こ
と
を
何
と
し
て
も
避
け
よ
う
と
す
る
学

生
が
目
立
ち
ま
し
た
。
間
違
え
る
こ
と
で
伸
び
る
の
に
、
そ
れ
を

恥
ず
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
上
野
先
生
が
提
案
さ
れ
た

入
試
制
度
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
学
生
の
伸
び
し
ろ
を
見
抜
く
教

員
の
力
量
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

教
養
を
養
う
と
寛
容
に
な
れ
る

森
本
教
養
と
い
え
ば
、
昨
今
で
は
ビ
ジ
ネ
ス
に
役
立
た
せ
る

た
め
に
、「
コ
ス
パ
」
よ
く
教
養
を
得
よ
う
と
す
る
「
フ
ァ
ス
ト

教
養
」
の
風
潮
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ず
ば
り
『
フ
ァ
ス

ト
教
養
』（
レ
ジ
ー
著
、
集
英
社
新
書
）
と
い
う
本
も
話
題
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
著
者
は
フ
ァ
ス
ト
教
養
に
頼
り
た
く
な
る
心
情

に
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
流
行
す
る
背
景
や
そ
の
問
題
点
に
つ

い
て
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。

よ
く
「
教
養
を
身
に
つ
け
る
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
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教
養
と
は
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
よ
う
に
付
け
た
り
外
し
た
り
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ダ
イ
エ
ッ
ト
と
同
じ
で
、
一
定
の
時
間

と
労
力
を
か
け
な
け
れ
ば
結
果
は
伴
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

上
野
「
フ
ァ
ス
ト
教
養
」
と
聞
い
て
頭
に
浮
か
ん
だ
の
が
、

私
の
ゼ
ミ
出
身
の
古ふ

る

市い
ち

憲の
り

寿と
し

さ
ん
が
著
し
た
『
10
分
で
名
著
』

講
談
社
現
代
新
書
）
で
す
。
古
市
さ
ん
本
人
は
数
多
く
の
名
著

を
し
っ
か
り
と
読
ん
で
い
る
し
、「
原
典
を
読
む
べ
し
」
と
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
本
書
で
送
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
出
版
社
の
本
の
売

り
方
が
「
フ
ァ
ス
ト
教
養
」
に
寄
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
大
事

な
の
は
名
著
の
情
報
や
要
点
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か

ら
い
か
に
自
分
の
考
え
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
か
で
し
ょ
う
。

森
本
そ
の
通
り
で
す
ね
。
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
、
ノ
イ
ズ
を
知
っ

て
、
自
分
の
考
え
を
鍛き

た

え
直
す
時
間
で
す
。

上
野
と
は
い
え
、
私
だ
っ
て
何
も
表
紙
か
ら
あ
と
が
き
ま
で

の
一
字
一
句
を
す
べ
て
細
か
く
読
め
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
は
目
次
を
開
い
て
、
気
に
な
る

箇
所
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
読
む
。
そ
こ
で
「
お
っ
！
」
と
思
う
内

容
だ
っ
た
ら
最
初
の
ペ
ー
ジ
ま
で
Ḫ
り
、
ま
え
が
き
か
ら
最
後
ま

で
通
し
て
読
み
進
め
る
。
す
る
と
、
自
分
の
考
え
を
揺
さ
ぶ
る
素

晴
ら
し
い
本
に
年
に
何
冊
か
は
出
合
え
ま
す
よ
。

森
本
私
も
学
生
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
は
自
分
で
つ
か

ま
え
た
い
魚
に
合
わ
せ
て
網あ

み

を
大
き
く
投
げ
ろ
、
そ
し
て
引
っ
か

か
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
、
そ
こ
を
徹
底
的
に
読
め
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
予
測
も
期
待
も
な
し
に
漫ま

ん

然ぜ
ん

と
読
む
だ
け
で
は
、
何
も

引
っ
か
か
り
ま
せ
ん
。

あ
と
、
何
冊
読
破
し
た
か
と
い
う
量
で
は
な
く
、
何
回
も
読
み

直
す
本
が
一
冊
で
も
二
冊
で
も
あ
る
ほ
う
が
は
る
か
に
重
要
で

す
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
だ
っ

て
、
学
生
時
代
と
自
分
が
親
に
な
っ
て
か
ら
と
で
は
、
読
ん
だ
と

き
の
感
じ
方
が
ま
っ
た
く
違
う
で
し
ょ
う
。

上
野

そ
う
で
す
ね
。
い
ま
の
私
な
ら
、「
そ
の
恋
愛
は
若
気

の
至
り
だ
か
ら
、
一
回
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
」
と
忠
告
し
た
く

な
り
ま
す
し
（
笑
）。

森
本
そ
れ
と
、
読
み
進
め
る
う
え
で
自
分
の
軸
が
固
ま
っ
て

い
れ
ば
、「
こ
の
著
者
の
考
え
は
私
と
合
う
な
」「
自
分
と
は
主
義

主
張
が
違
う
書
き
手
だ
な
」
な
ど
と
、
思
考
を
巡
ら
せ
な
が
ら
ペ

ー
ジ
を
め
く
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

上
野
自
分
な
り
の
ア
ン
テ
ナ
を
張
る
こ
と
、
つ
ま
り
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
ね
。

森
本
で
も
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
、
一
般
的
な
学
生
か
ら
は

「
自
分
な
り
の
軸
な
ん
て
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
反
論
さ
れ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

上
野
誰
し
も
、
そ
の
人
な
り
の
原
体
験
や
当
事
者
性
は
必
ず

あ
る
は
ず
で
す
。
た
と
え
ば
ゲ
イ
や
在
日
の
学
生
は
、
生
育
歴
に

お
い
て
多
か
れ
少
な
か
れ
決
定
的
な
経
験
を
し
て
い
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
ま
た
た
と
え
特
別
な
境
遇
で
な
く
と
も
、
家
族
と
の
関
係

や
些さ

細さ
い

な
出
来
事
か
ら
自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
は
で
き
ま
す
。

私
の
場
合
は
女
性
学
に
出
合
い
、
自
分
自
身
を
研
究
の
対
象
に
し

て
い
い
ん
だ
と
目
か
ら
鱗う

ろ
こが
落
ち
て
、
学
ぶ
意
欲
が
湧
い
た
も
の

で
す
。

森
本
教
養
が
養
わ
れ
る
と
、
社
会
に
批
判
的
な
考
え
を
も
っ

て
も
、
同
時
に
寛
容
な
態
度
を
も
つ
人
間
に
な
れ
る
の
で
す
。
攻

撃
的
で
歪い

び
つな
形
だ
っ
た
心
が
次
第
に
矯た

め
ら
れ
て
、
丸
み
を
帯
び

て
く
る
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
ま
あ
そ
れ
で
も
、
大
学
の
先
生

た
ち
は
い
つ
も
誰
か
と
喧け

ん

嘩か

し
て
い
る
の
で
す
が
（
笑
）。

上
野

学
者
同
士
は
た
し
か
に
仲
が
悪
い
で
す
ね
（
笑
）。
で

も
、
い
ま
の
森
本
さ
ん
の
お
話
は
最
高
で
、
と
っ
て
も
大
切
で

す
。
私
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
し
て
教

養
を
培つ

ち
かう
と
、
本
当
の
「
敵
」
が
何
か
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
女

性
学
は
、
旧
態
依
然
と
し
た
家
父
長
制
を
批
判
し
て
き
ま
し
た

が
、
そ
の
仕
組
み
や
弱
み
を
知
る
と
、
理
解
と
同
時
に
同
情
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

森
本

オ
ッ
サ
ン
た
ち
も
大
変
な
ん
だ
と
。「
ざ
ん
ね
ん
な
い

き
も
の
」
み
た
い
に
（
笑
）。

上
野
相
手
の
事
情
を
理
解
で
き
れ
ば
、
寛
容
に
な
っ
て
む
や

み
と
攻
撃
し
な
く
て
済
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
自
分
と
対
立
す
る

立
場
に
も
思
い
を
馳は

せ
ら
れ
る
。
や
は
り
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
、

最
後
に
は
寛
容
と
結
び
つ
く
の
だ
と
し
み
じ
み
感
じ
入
り
ま
し

た
。森

本

素
晴
ら
し
い
結
論
で
す
。
今
回
は
「
上
野
千
鶴
子
劇

場
」
を
存
分
に
堪た

ん

能の
う

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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