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水
戸
学
に
自
由
の
伝
統
を
発
掘

吉
田
俊
純
著

『
水
戸
学
の
研
究
―
―
明
治
維
新
史
の
再
検
討
』

�

（
明
石
書
店
、
二
〇
一
六
年
五
月
）

平
山
　
朝
治

本
書
は
、
一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
後
期
水
戸
学
研
究
序
説

│
│

明
治
維
新
史
の
再
検
討
』（
本
邦
書
籍
）の
増
補
復
刻
版
で
あ
る
。

著
者
の
吉
田
俊
純
・
筑
波
学
院
大
学
名
誉
教
授
は
、
東
京
教
育
大
学

（
現
筑
波
大
学
）
大
学
院
修
士
課
程
を
終
了
後
、
茨
城
県
立
歴
史
館

で
近
世
史
料
担
当
に
就
職
し
て
、
修
士
論
文
を
書
き
直
し
た
「
後
期

水
戸
学
と
奇
兵
隊
諸
隊
」（
本
書
Ⅱ
部
三
章
）を『
茨
城
県
歴
史
館
報
』

（
第
二
号
、
一
九
七
五
年
）
に
発
表
し
、
さ
ら
に
、
水
戸
藩
の
水
戸

よ
り
南
の
地
域
の
経
済
発
展
と
水
戸
学
と
の
か
か
わ
り
を
解
明
す
る

と
い
う
、
地
の
利
を
生
か
し
た
緻
密
な
実
証
研
究
を
基
礎
に
、
戦
後

歴
史
学
に
お
け
る
水
戸
学
の
通
説
的
評
価
を
覆
し
、
茨
城
の
み
な
ら

ず
日
本
の
近
世
〜
近
代
史
に
新
た
な
展
望
を
切
り
拓
く
画
期
的
な
研

究
を
積
み
重
ね
て
き
た
。

丸
山
真
男
や
遠
山
茂
樹
ら
に
代
表
さ
れ
る
戦
後
の
通
説
に
お
い
て

は
、
水
戸
学
は
封
建
体
制
を
支
え
る
も
の
と
さ
れ
、
吉
田
松
陰
を
精

神
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
、
農
民
を
組
織
し
た
長
州
藩
の
奇
兵
隊
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
な
、
封
建
的
身
分
の
枠
を
打
ち
破
る
動
き
に
よ
っ
て
水

戸
学
は
乗
り
越
え
ら
れ
、
明
治
維
新
が
実
現
し
た
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
に
対
し
て
本
書
に
よ
れ
ば
、
水
戸
藩
南
部
の
農
村
に
お
け
る
商

品
経
済
の
発
展
と
と
も
に
台
頭
し
た
豪
農
層
の
政
治
意
識
が
、
水
戸

学
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
高
ま
り
、
彼
ら
が
水
戸
藩
の
改
革
を
支
え

た
。
こ
の
よ
う
に
、
水
戸
学
は
水
戸
藩
の
政
治
・
軍
政
改
革
を
実
現
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し
、
長
州
を
は
じ
め
と
す
る
倒
幕
諸
藩
の
模
範
と
な
る
よ
う
な
思
想

で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
実
証
し
、
水
戸
学
は
明
治
維
新
に
お
い
て

重
要
な
積
極
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

通
説
に
お
い
て
水
戸
学
は
、
会
沢
正
志
斎
の
『
新
論
』
を
典
型
と

す
る
、
民
衆
に
不
信
感
を
抱
く
反
商
品
経
済
的
な
封
建
教
学
と
性
格

付
け
ら
れ
て
い
た
。著
者
は
以
下
の
よ
う
に
こ
の
通
説
を
批
判
す
る
。

小
宮
楓
軒
は
一
七
九
九
年
以
降
二
〇
年
以
上
郡
奉
行
を
勤
め
て
そ

の
土
地
に
あ
っ
た
大
量
消
費
さ
れ
る
商
品
作
物
の
生
産
や
金
融
の
発

展
を
促
す
政
策
を
実
行
し
、
郷
校
を
設
立
す
る
な
ど
、
農
村
復
興
で

成
果
を
挙
げ
、
水
戸
藩
天
保
改
革
（
一
八
二
九
〜
四
四
年
）
で
重
用

さ
れ
た
。
豪
農
層
と
の
接
触
と
と
も
に
水
戸
学
は
変
質
し
た
。
本
居

宣
長
の
国
学
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
日
本
の
風
俗
の
よ
さ
を
認
め
て

民
衆
を
信
頼
し
、
非
合
理
的
な
古
典
に
記
さ
れ
た
古
代
を
理
想
と
し

て
そ
の
後
の
歴
史
を
幕
藩
体
制
ま
で
含
め
て
批
判
的
に
と
ら
え
る
藤

田
東
湖
の
思
想
が
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
し
て
倒
幕
と
明
治

維
新
に
至
る
流
れ
を
作
り
出
し
た
。
水
戸
中
学
校
の
校
長
と
し
て
欧

米
を
視
察
し
、
自
主
性
を
重
ん
じ
る
自
由
主
義
教
育
を
推
進
し
て
免

職
さ
せ
ら
れ
た
あ
と
無
所
属
で
衆
議
院
に
当
選
し
、
水
戸
に
お
け
る

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
象
徴
的
存
在
と
な
っ
た
菊
池
謙
次
郎
ら
に
よ

る
、
戦
前
の
水
戸
学
論
は
、
東
湖
論
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
歴
史
学
が

東
湖
を
避
け
た
の
は
国
学
に
由
来
す
る
非
合
理
的
な
神
道
的
側
面
を

等
閑
視
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
著
者
は
論
じ
、
幕
末
維
新
史
研
究

の
課
題
と
し
て
水
戸
学
や
松
陰
の
非
合
理
的
・
宗
教
的
側
面
の
解
明

を
挙
げ
て
い
る
。

戦
後
の
通
説
が
水
戸
学
を
封
建
思
想
と
し
、
そ
れ
を
乗
り
こ
え
た

も
の
が
長
州
の
松
陰
と
奇
兵
隊
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
商

品
経
済
の
発
展
と
と
も
に
民
衆
を
信
頼
す
る
東
湖
の
思
想
が
形
成
さ

れ
て
明
治
維
新
を
導
い
た
と
す
る
著
者
の
主
張
は
、
か
つ
て
の
マ
ル

ク
ス
主
義
に
お
け
る
講
座
派
と
労
農
派
の
対
立
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

講
座
派
は
明
治
維
新
を
上
か
ら
の
絶
対
主
義
的
改
革
と
見
る
の
に
対

し
て
、
労
農
派
は
不
完
全
な
が
ら
も
市
民
革
命
と
と
ら
え
て
お
り
、

通
説
は
講
座
派
的
、
著
者
は
労
農
派
的
だ
と
い
う
第
一
印
象
を
私
は

抱
い
た
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
『
日
本
に
お
け
る
情
勢
と
日
本
共
産
党
の
任
務

に
関
す
る
テ
ー
ゼ
（
三
二
年
テ
ー
ゼ
）』
は
、
明
治
維
新
以
後
の
天

皇
制
を
絶
対
主
義
と
と
ら
え
、
ロ
シ
ア
革
命
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
絶

対
主
義
的
君
主
制
を
打
倒
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
続
け
て
一
党
独

裁
を
確
立
す
る
社
会
主
義
革
命
を
目
指
す
べ
き
だ
と
し
た
。
こ
れ
は

ロ
シ
ア
に
お
け
る
反
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム
の
広
範
な
連
合
に
よ
っ
て
そ
れ

を
倒
し
た
上
で
、
競
合
す
る
諸
勢
力
を
殲
滅
し
て
一
党
独
裁
を
確
立

す
る
と
い
う
レ
ー
ニ
ン
の
戦
略
を
正
統
化
す
る
理
論
で
あ
る
が
、
一

君
万
民
を
前
提
と
し
た
民
本
主
義
が
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
導
い
た

日
本
に
お
い
て
、
天
皇
制
を
打
倒
す
る
と
い
う
目
標
は
諸
勢
力
の
広

範
な
支
持
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
忠
実
な
人
た
ち
が
三
二
年
テ
ー
ゼ
に
よ
る
歴
史
観

と
し
て
講
座
派
を
立
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
講
座
派
は
最
初
か

ら
、
戦
略
的
に
も
事
実
認
識
と
し
て
も
日
本
の
実
情
と
は
か
け
離
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

発
展
途
上
の
資
本
主
義
を
否
定
し
て
一
気
に
社
会
主
義
へ
と
移
行

し
よ
う
と
す
る
、ロ
シ
ア
革
命
を
モ
デ
ル
と
す
る
講
座
派
的
発
想
は
、

商
品
経
済
が
持
つ
可
能
性
を
実
際
以
上
に
低
く
見
積
も
り
が
ち
で
あ

る
。
明
治
維
新
は
市
民
革
命
で
は
な
く
絶
対
主
義
的
改
革
で
あ
る
と

し
、
水
戸
学
が
農
村
に
お
け
る
商
品
経
済
の
発
展
と
と
も
に
変
容
し

た
こ
と
を
見
過
ご
し
て
封
建
思
想
で
あ
る
と
す
る
の
も
そ
の
例
と
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
農
村
の
商
品
経
済
化
を
抑
圧
し
よ
う
と

し
た
点
で
封
建
教
学
と
農
業
集
団
化
を
め
ざ
し
た
ソ
連
・
講
座
派
と

は
一
致
し
て
お
り
、
講
座
派
の
影
響
を
強
く
受
け
た
通
説
は
自
分
に

似
た
面
し
か
水
戸
学
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
皮
肉
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て
山
川
均
ら
の
労
農
派
は
大
衆
か
ら
遊
離
し
た
少
数

精
鋭
の
前
衛
党
に
よ
る
テ
ロ
ル
や
独
裁
を
非
と
し
、
東
湖
の
水
戸
学

と
同
じ
く
民
衆
を
信
頼
し
、
大
衆
を
高
め
つ
つ
合
法
的
に
彼
ら
と
共

に
進
む
こ
と
を
基
本
と
し
た
。
多
数
の
大
衆
の
支
持
を
得
れ
ば
合
法

的
に
政
権
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
国
会
で
勢
力
を

伸
ば
せ
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
革
命
路
線
か
ら
離
れ
、
社
会
民
主
主

義
化
し
て
い
く
は
ず
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
山
川
の
あ
と
を
襲
っ
て
労
農
派
の
指
導
者
と
な
っ
た
向
坂
逸
郎

と
そ
の
一
門
や
彼
が
指
導
す
る
社
会
党
左
派
は
、
六
〇
年
代
後
半
に

は
ソ
連
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
、
一
九
六
八
年
の
プ
ラ
ハ
の
春
や

一
九
七
九
年
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
で
は
ソ
連
を
支
持
し
た
の
で

あ
り
、
山
川
ら
は
草
葉
の
陰
で
嘆
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
を
受
け
た
社
会
思
想
は
総
じ
て
、
資
本
主
義

な
い
し
市
場
経
済
の
役
割
を
経
済
理
論
に
お
い
て
も
経
済
史
に
お
い

て
も
過
小
評
価
し
て
、
全
体
主
義
的
な
権
力
・
暴
力
に
よ
っ
て
そ
れ

を
破
壊
し
つ
つ
社
会
を
造
り
か
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
望
ま
し
く

も
あ
る
と
し
、
多
数
の
ク
ラ
ー
ク
（
原
意
は
自
営
農
だ
が
富
裕
層
で

反
革
命
的
だ
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
）
を
シ
ベ
リ
ア
送
り
に
し
て
農
業
集

団
化
を
進
め
、
数
百
万
人
が
餓
死
す
る
に
至
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義

は
ソ
連
の
み
な
ら
ず
、
中
国
、
北
朝
鮮
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
、
政
権

を
獲
得
し
た
世
界
各
国
で
約
一
億
人
も
の
人
々
の
命
を
奪
い
、
生
き

残
っ
た
人
々
を
苦
し
め
続
け
て
き
た
（
ク
ル
ト
ワ
ほ
か
、
外
川
継
男

訳
『
共
産
主
義
黒
書
〈
ソ
連
篇
〉』、
高
橋
武
智
訳
『
共
産
主
義
黒
書

〈
ア
ジ
ア
編
〉』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
六
・
七
年
）。
マ
ル
ク
ス

主
義
が
日
本
を
支
配
す
れ
ば
同
様
の
悲
劇
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
思

わ
れ
、
ナ
チ
ズ
ム
や
戦
前
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
非
人
道
性
は
そ
れ

と
比
べ
れ
ば
軽
微
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
戦
前
日
本
の
全
体
主

義
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
左
の
全
体
主
義
が
犯
し
た
史

上
類
例
の
な
い
犯
罪
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
ろ
う
。
日
本
に
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お
け
る
全
体
主
義
化
の
流
れ
は
ロ
シ
ア
革
命
以
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義

の
影
響
に
は
じ
ま
り
、
北
一
輝
や
革
新
官
僚
な
ど
に
み
ら
れ
る
右
の

全
体
主
義
的
思
想
も
マ
ル
ク
ス
主
義
の
上
記
の
よ
う
な
発
想
を
無
批

判
に
受
け
入
れ
て
お
り
、
明
確
な
相
違
点
は
天
皇
制
を
批
判
す
る
か

擁
護
す
る
か
に
し
か
見
出
せ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

講
座
派
的
発
想
が
絶
対
主
義
天
皇
制
の
打
倒
を
二
段
階
革
命
の
第

一
段
階
と
す
る
の
に
対
し
て
、
労
農
派
的
発
想
は
天
皇
制
と
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
社
会
と
は
両
立
可
能
と
す
る
の
で
、
社
会
主
義
と
天
皇
制
も

両
立
可
能
だ
と
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
日
本

の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
流
と
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
と
北
一
輝

や
革
新
官
僚
と
の
間
の
思
想
の
違
い
も
は
っ
き
り
し
な
く
な
り
、
左

と
右
の
全
体
主
義
が
競
い
合
っ
て
過
激
化
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な

く
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
延
長
上
に
日
本
型
社
会
民
本
主
義
と
で

も
言
え
る
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
労
農
派
の
淵
源
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
・
マ
ル
ク
ス
経

済
学
で
は
な
く
、
福
田
徳
三
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
卒
業
論
文
と
し

て
提
出
し
て
そ
の
年
の
う
ち
に
出
版
さ
れ
たD

ie gesellschaftliche 
und w

irtschaftliche Entw
ickelung in Japan, Stuttgart, Cotta, 
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（
福
田
自
訳
「
一　

日
本
経
済
史
論
」『
経
済
学
全
集　

第
三

集　

経
済
史
経
済
学
史
研
究
』
同
文
館
、一
九
二
五
年
）
で
あ
り
（
金

沢
幾
子
『
福
田
徳
三
著
作
年
譜
』 http://fukuda.lib.hit-u.ac.jp/

person/fukuda/kanazaw
a/chosakunenpu.htm

l 

）、
そ
こ
で

福
田
は
日
本
の
経
済
発
展
を
、
原
始
時
代
・
帝
権
拡
張
時
代
・
封
建

時
代
・
専
制
的
警
察
国
家
の
時
代
・
今
日
の
日
本
の
五
段
階
と
し
、

第
四
段
階
の
徳
川
時
代
は
西
洋
に
お
け
る
絶
対
主
義
期
に
あ
た
る
と

し
た
。

福
田
は
同
書
の
最
終
章
「
今
日
の
日
本
」
で
、
明
治
維
新
の
諸
改

革
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
時
の
日
本
を
支
配
し
て
い
る
の
は
士
族
で
あ

り
、
伝
統
的
な
家
族
制
度
の
習
慣
的
持
続
も
強
固
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
重
化
学
工
業
化
に
お
い
て
は
世
界
の

ト
ッ
プ
を
走
っ
て
い
た
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ン
カ
ー
の
存
続

や
、
日
本
と
似
た
直
系
家
族
の
家
父
長
的
権
威
の
強
固
な
持
続
を
踏

ま
え
、
日
独
の
類
似
を
指
摘
し
た
も
の
と
言
え
る
。
著
者
の
労
農
派

的
立
場
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
と
切
り
離
し
、
福
田
経
済
史

の
延
長
上
に
位
置
づ
け
る
と
、
そ
の
意
義
に
も
新
し
い
光
を
当
て
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

福
田
は
講
座
派
が
言
う
と
こ
ろ
の
封
建
遺
制
論
の
よ
う
に
、
士
族

支
配
や
伝
統
的
家
族
制
度
の
存
続
を
時
代
遅
れ
の
も
の
の
残
存
と
み

な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
経
済
発
展
に
も
か
か
わ
ら

ず
家
族
制
度
な
ど
社
会
を
支
え
る
慣
習
は
一
朝
一
夕
に
は
変
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
明

治
の
日
本
の
特
色
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
東

湖
が
国
学
に
従
っ
て
日
本
古
来
の
風
俗
に
着
目
し
た
こ
と
に
通
じ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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経
済
発
展
と
家
族
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
大
家
族
か

ら
核
家
族
へ
の
変
化
の
法
則
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
エ
マ
ニ
ュ

エ
ル
・
ト
ッ
ド
ら
に
よ
る
最
近
の
研
究
（
ト
ッ
ド
、石
崎
ほ
か
訳
『
家

族
シ
ス
テ
ム
の
起
源　

上
下
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
六
年
な
ど
）
は

そ
れ
と
正
反
対
の
説
が
正
し
い
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
核
家

族
が
人
類
史
上
最
初
の
家
族
で
あ
り
、
複
数
の
核
家
族
が
合
わ
さ
っ

て
、
一
世
代
一
夫
婦
の
直
系
家
族
や
、
親
夫
婦
と
そ
の
子
で
あ
る
兄

弟
た
ち
の
夫
婦
が
同
居
す
る
共
同
体
家
族
が
形
成
さ
れ
た
と
み
る
べ

き
だ
と
さ
れ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
中
央
部
に
お
い
て
は
共
同
体
家

族
が
優
勢
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
や
中
国
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
強

い
影
響
力
を
発
揮
し
た
の
は
、
権
威
と
平
等
を
重
視
す
る
点
で
共
同

体
家
族
の
価
値
観
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
通
底
し
て
い
る
た
め
で
あ

り
、
ド
イ
ツ
と
日
本
が
似
て
い
る
の
は
両
者
に
共
通
す
る
直
系
家
族

が
育
む
権
威
と
不
平
等
の
価
値
観
に
由
来
し
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン

ス
で
自
由
主
義
が
強
い
の
は
そ
れ
ら
の
中
心
地
帯
で
核
家
族
を
超
え

る
家
族
制
度
が
伝
統
的
に
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
と
い
う
風
に
、

伝
統
的
な
家
族
制
度
が
諸
社
会
の
風
俗
の
特
質
を
根
本
的
に
規
定
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ト
ッ
ド
ら
の
研
究
は
、
日
本
の
国
学
が
着
目

し
た
風
俗
の
根
源
を
家
族
制
度
に
見
出
し
、
家
族
制
度
の
類
型
に
よ

る
比
較
風
俗
史
と
し
て
日
本
中
心
主
義
的
な
国
学
を
普
遍
化
す
る
手

が
か
り
を
与
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

自
由
・
平
等
・
博
愛
を
掲
げ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
ト
ッ
ド
の
説
く

よ
う
に
平
等
主
義
的
核
家
族
の
価
値
観
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り

（
ト
ッ
ド
、
石
崎
訳
『
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
全
Ⅰ
Ⅱ
』
一
九
九
二
年
、

藤
原
書
店
、
第
八
章
）、
そ
れ
を
典
型
と
し
て
明
治
維
新
は
不
完
全

な
市
民
革
命
だ
な
ど
と
見
る
立
場
は
フ
ラ
ン
ス
中
心
主
義
と
批
判
さ

れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

産
業
化
・
都
市
化
と
と
も
に
直
系
家
族
や
共
同
体
家
族
は
そ
れ
ら

を
構
成
す
る
基
本
単
位
で
あ
る
核
家
族
に
分
解
す
る
傾
向
が
み
ら

れ
、
近
年
の
先
進
国
に
お
い
て
は
核
家
族
規
範
す
ら
崩
壊
し
、
非
婚

や
婚
外
子
が
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い
る
が
、そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

伝
統
的
な
核
家
族
、
直
系
家
族
や
共
同
体
家
族
が
育
ん
で
き
た
価
値

観
は
な
か
な
か
弱
ま
ら
ず
、
長
期
に
わ
た
っ
て
持
続
し
て
人
々
の
意

識
や
社
会
の
あ
り
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
る
。

こ
の
よ
う
に
家
族
制
度
に
着
目
す
れ
ば
、
国
学
の
影
響
を
受
け
た

東
湖
が
重
視
し
た
古
来
の
風
俗
を
無
批
判
に
絶
対
化
す
る
こ
と
な
く
、

う
ま
く
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
父
か
ら
跡
取
り
息
子

へ
と
代
々
継
承
さ
れ
、
永
続
す
る
こ
と
を
目
指
す
イ
エ
と
い
う
日
本

独
特
の
家
族
・
家
業
経
営
体
は
、
藤
原
道
長
以
降
の
摂
関
家
と
し
て

歴
史
に
登
場
し
、
律
令
官
僚
制
の
官
職
が
世
襲
請
負
化
し
て
公
務
と

営
利
的
私
的
経
営
と
が
一
体
化
し
た
家
職
の
技
能
や
家
産
を
代
々
受

け
継
ぐ
イ
エ
か
ら
な
る
分
業
社
会
の
シ
ス
テ
ム
が
京
都
の
貴
族
た
ち

の
間
に
で
き
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
南
北
朝
室
町
期
に
は
武
士
、
戦
国

時
代
に
は
惣
村
自
治
と
セ
ッ
ト
で
畿
内
農
村
に
広
が
っ
た
（
拙
著
『
イ
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エ
社
会
と
個
人
主
義

│
│

日
本
型
組
織
原
理
の
再
検
討
』
日
本
経
済

新
聞
社
、
一
九
九
五
年
）。
貴
族
た
ち
の
都
市
型
分
業
社
会
と
し
て
生

ま
れ
た
イ
エ
社
会
は
商
品
経
済
の
発
展
を
促
し
た
。
地
方
の
中
下
層

ま
で
含
め
て
多
く
の
家
族
が
自
ら
を
イ
エ
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
で
あ
り
（
長

谷
部
弘
「『
家
』
を
比
較
研
究
す
る
た
め
の
覚
え
書
き

│
│

経
済
史

研
究
の
視
点
か
ら
」
東
北
学
院
大
学
『
経
済
学
論
集
』
第
一
七
七
号
、

二
〇
一
一
年
）、
一
八
世
紀
後
半
の
商
業
・
海
運
の
発
達
で
日
本
列
島

各
地
が
市
場
経
済
活
動
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る

（
國
方
敬
司
ほ
か
編
著
『
家
の
存
続
戦
略
と
婚
姻

│
│

日
本
・
ア
ジ
ア
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。
こ
の
よ
う
に
日
本
独
特

の
イ
エ
は
都
市
的
分
業
社
会
に
適
し
た
家
族
・
家
業
経
営
体
の
組
織

原
理
と
し
て
生
ま
れ
、
宣
長
が
活
躍
し
た
一
八
世
紀
後
半
の
市
場
経

済
の
発
達
と
と
も
に
日
本
全
国
・
全
階
層
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
り
、

国
学
は
そ
れ
を
古
来
か
ら
の
醇
風
美
俗
と
結
び
つ
け
た
。

水
戸
藩
に
お
い
て
は
、
一
七
八
三
年
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
火
山
の
巨

大
噴
火
や
浅
間
山
大
噴
火
に
は
じ
ま
る
天
明
の
大
飢
饉
と
そ
の
後
の

天
候
不
順
か
ら
の
復
興
が
一
九
世
紀
は
じ
め
か
ら
、
周
辺
諸
地
域
に

比
べ
て
三
〇
年
も
早
く
始
ま
っ
た
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
（
本
書

五
三
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
国
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
東
湖
の
思

想
は
、
一
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
水
戸
藩
の
商
品
経
済
の
発
展
を
担

う
豪
農
層
が
自
分
た
ち
の
イ
エ
を
単
位
と
す
る
新
た
な
社
会
秩
序
を

形
成
す
る
際
、
そ
の
指
導
理
念
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
日
本
全
体
を

み
わ
た
し
て
も
大
消
費
都
市
江
戸
近
在
の
経
済
的
先
進
地
域
に
普
及

し
た
最
も
先
端
的
な
思
想
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
学
に
よ
っ
て
絶
対
化
さ
れ
た
記
紀
神
話
は
、『
古
事
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
正
文
お
よ
び
諸
書
と
い
う
、
相
互
に
矛
盾
す
る
複
数
の
テ

キ
ス
ト
か
ら
な
る
の
で
、
日
本
に
お
け
る
自
由
主
義
の
古
典
と
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
（
拙
著
「
日
本
神
話
に
み
る
自
由
主
義
の

な
り
た
ち
」『
筑
波
大
学
経
済
学
論
集 

』
六
四
号
、
二
〇
一
二
年
、

http://doi.org/10.15068/00137840 

）、『
古
事
記
』
と
『
日
本

書
紀
』正
文
は
天
皇
家
の
始
祖
を
太
陽
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
す
る
が
、

そ
の
弟
の
ス
サ
ノ
オ
で
あ
る
と
す
る
説
も
政
府
公
定
の
六
国
史
劈
頭

に
位
置
す
る
『
日
本
書
紀
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
神
代
紀
第
六
段

一
書
第
一
お
よ
び
第
三
、
同
第
七
段
一
書
第
三
）。
こ
の
よ
う
に
、

皇
祖
神
と
い
う
王
権
神
話
の
な
か
で
最
も
重
要
な
神
が
誰
で
あ
る
か

に
関
し
て
す
ら
、
単
一
の
テ
キ
ス
ト
を
正
統
と
定
め
、
他
を
異
端
と

し
て
抑
圧
す
る
よ
う
な
専
制
的
権
力
は
存
在
せ
ず
、
多
様
な
説
の
共

存
を
許
容
す
る
よ
う
な
言
論
空
間
が
古
代
の
支
配
層
内
部
に
お
い
て

成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

他
方
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
は
い
ず
れ
も
、
初
代
神
武

か
ら
第
一
三
代
成
務
ま
で
の
皇
位
は
父
子
直
系
で
継
承
さ
れ
た
と
し

て
い
る
。
文
武
か
ら
そ
の
子
聖
武
へ
の
皇
位
継
承
を
め
ざ
し
て
い
た

時
期
に
記
紀
が
編
纂
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
直
系
系
譜
は
聖
武
を
正
統
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な
継
承
者
と
す
る
た
め
の
規
範
の
確
立
と
い
う
意
味
を
当
時
は
持
っ

て
い
た
が
、
東
湖
ら
の
水
戸
学
に
お
い
て
は
、
天
皇
家
を
総
本
家
と

し
、
始
祖
た
る
親
か
ら
直
系
子
孫
へ
と
継
承
さ
れ
る
イ
エ
の
集
合
体

と
し
て
日
本
国
家
を
と
ら
え
、
世
界
全
体
を
天
皇
中
心
の
秩
序
に
編

成
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
国
学
的
国
家
観
・
世
界
観
の
絶
対
的
な
規

範
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
思
想
の
標
語
と
し

て
も
て
は
や
さ
れ
た
の
が
幕
末
期
の
尊
王
攘
夷
で
あ
り
、
戦
前
期
の

八
紘
一
宇
（
世
界
中
が
一
つ
屋
根
の
下
）
で
あ
る
。

ト
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
跡
取
り
の
一
子
や
そ
の
配
偶
者
と
、
そ
れ
以

外
の
子
と
を
厳
し
く
差
別
す
る
直
系
家
族
の
価
値
観
は
、
自
民
族
中

心
主
義
を
育
み
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
商
品
経
済

の
発
達
と
と
も
に
社
会
全
体
に
イ
エ
が
広
ま
っ
て
い
た
一
九
世
紀
に

対
外
的
危
機
の
深
刻
化
と
と
も
に
尊
王
攘
夷
運
動
が
高
ま
り
、
幕
藩

体
制
を
廃
し
て
天
皇
中
心
の
強
力
な
国
民
国
家
を
形
成
し
、
欧
米
列

強
に
伍
す
と
い
う
目
標
に
全
国
民
（
当
時
の
言
い
方
で
は
臣
民
）
を

駆
り
立
て
た
。

東
湖
の
思
想
は
、
そ
の
よ
う
な
運
動
へ
と
多
数
の
人
々
を
誘
っ
た

が
、
そ
れ
は
全
体
主
義
的
な
体
制
を
必
然
的
に
帰
結
す
る
も
の
で
は

な
く
、
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
自
由
民
権
運
動
や
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
も
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
水
戸
学
の
名
誉
の
た
め

に
も
改
め
て
明
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
東
湖
は
大
勢
順

応
と
は
正
反
対
の
人
で
あ
り
、
日
本
的
集
団
主
義
の
聖
典
と
さ
れ
る

『
十
七
条
憲
法
』
第
一
の
「
和
を
以
て
貴
し
と
為
し
、
忤さ

か
ら

う
こ
と
無

き
を
宗
と
せ
よ
」
と
は
正
反
対
に
、
水
戸
学
の
教
育
は
「
不
敬
・
不

和
に
な
ろ
う
と
も
、
自
説
を
曲
げ
ず
に
行
動
す
る
主
体
的
な
人
格
」

（
本
書
二
九
四
〜
五
頁
）
を
も
た
ら
す
と
説
い
て
、「
各
人
が
積
極
的

に
天
下
国
家
の
大
事
に
、
主
体
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
求
め
」（
同

二
四
八
頁
）
た
。
福
田
も
日
本
の
家
族
制
度
は
容
易
に
分
家
を
創
出

で
き
る
の
で
、
資
本
主
義
・
市
場
経
済
と
適
合
的
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
（
自
訳
三
一
一
頁
）。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
広
ま
り
や
す
い
共

同
体
家
族
の
社
会
と
比
べ
て
、
自
由
主
義
・
個
人
主
義
と
の
矛
盾
は

少
な
く
、
自
由
主
義
・
個
人
主
義
と
全
体
主
義
・
集
団
主
義
の
い
ず

れ
に
社
会
が
傾
く
か
は
時
代
状
況
な
ど
に
応
じ
て
大
き
く
振
幅
し
え

る
と
い
う
特
色
が
、
ド
イ
ツ
や
日
本
な
ど
、
直
系
家
族
が
支
配
的
な

社
会
に
は
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
日
本
で
は
核
家

族
を
基
本
と
す
る
別
居
隠
居
が
み
ら
れ
る
地
域
が
か
な
り
あ
る
こ
と

が
、
自
由
主
義
・
個
人
主
義
の
根
強
さ
を
支
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
自
由
主
義
・
個
人
主
義
の
伝
統
は
専
制
的
権
力
の

欠
如
に
よ
っ
て
記
紀
編
纂
時
の
言
論
空
間
に
生
ま
れ
、
江
戸
時
代
に

お
い
て
は
仁
斎
や
徂
徠
の
私
塾
に
は
じ
ま
る
自
由
討
論
に
よ
る
テ
キ

ス
ト
解
釈
法
の
普
及
と
と
も
に
、
儒
学
の
み
な
ら
ず
国
学
や
蘭
学
に

も
広
ま
り
、
水
戸
学
や
水
戸
藩
の
政
治
の
発
展
も
そ
の
よ
う
な
自
由

な
言
論
空
間
を
伴
っ
て
い
た
（
前
田
勉
『
江
戸
の
読
書
会
』
平
凡
社

選
書
、二
〇
一
二
年
）。
な
お
、前
田
は
『
新
論
』
の
尊
王
攘
夷
を
、『
孫



149

氏
』
に
従
っ
て
意
図
的
に
絶
体
絶
命
の
「
死
地
」
に
ひ
き
ず
り
こ
み
、

分
裂
し
た
民
心
を
統
合
す
る
策
と
し
、
通
説
の
正
志
斎
理
解
を
批
判

し
て
い
る
。
前
田
に
よ
れ
ば
『
新
論
』
は
商
品
経
済
の
発
展
と
と
も

に
困
窮
化
し
た
中
下
層
武
士
に
好
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
豪
農
層

に
支
持
さ
れ
た
東
湖
の
思
想
と
補
完
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う

に
戦
前
の
歴
史
の
流
れ
を
概
括
で
き
る
だ
ろ
う
。
記
紀
神
話
に
始
ま

る
自
由
主
義
は
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
支
配
層
だ
け
で
な
く
全
国
民

の
間
に
広
く
普
及
し
て
き
た
が
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
高
ま
り
と

並
行
し
て
、
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
を
受
け
た
左
右
全
体
主
義
の
思
想

や
運
動
も
さ
か
ん
に
な
り
、
日
本
は
一
九
二
五
年
の
普
通
選
挙
法
成

立
の
後
、
急
速
に
全
体
主
義
・
集
団
主
義
化
し
た
。
左
が
先
行
し
、

右
は
そ
れ
に
対
抗
し
た
の
で
、
ソ
連
の
影
響
を
強
く
受
け
た
マ
ル
ク

ス
主
義
こ
そ
が
、
戦
前
の
全
体
主
義
や
今
日
ま
で
日
本
社
会
を
特
色

づ
け
る
と
さ
れ
が
ち
な
集
団
主
義
の
責
任
を
主
に
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

幸
徳
秋
水
や
堺
利
彦
ら
社
会
主
義
者
た
ち
と
親
し
か
っ
た
演
歌
師

の
添
田
唖
蝉
坊
は
、「
こ
は
い
お
ぢ
さ
ん
レ
ニ
ン
、ト
ロ
ッ
キ
ー
」（
啞

蟬
坊
・
赤
春
作
詞
・
啞
蟬
坊
曲
「
新
馬
鹿
の
唄
（
ハ
テ
ナ
ソ
ン
グ
）」

一
九
二
〇
年
）
と
唄
い
、『
船
頭
小
唄
』（
野
口
雨
情
詞
・
中
山
晋
平

曲
、
一
九
二
三
年
、
原
題
『
枯
れ
芒す

す
き

』
一
九
二
一
年
）
以
降
、
ヨ
ナ

抜
き
短
音
階
の
暗
い
歌
が
流
行
歌
の
主
流
と
な
っ
た
。
こ
の
日
本
音

楽
史
上
例
の
な
い
湿
っ
ぽ
く
暗
い
音
階
は
日
本
型
個
人
主
義
・
自
由

主
義
の
衰
微
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
ち
な

み
に
、
堺
は
一
九
二
二
年
日
本
共
産
党
結
党
に
参
加
し
た
が
、
山
川

と
と
も
に
解
党
論
を
唱
え
て
二
四
年
の
解
党
後
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の

指
導
に
よ
る
共
産
党
再
建
に
参
加
せ
ず
、
山
川
ら
と
労
農
派
を
作
っ

た
。福

田
や
ト
ッ
ド
を
参
照
し
つ
つ
著
者
の
水
戸
学
論
を
私
な
り
に
発

展
さ
せ
る
と
、
諸
民
族
の
家
族
制
度
の
多
様
性
を
ふ
ま
え
て
日
本
の

イ
エ
制
度
の
特
色
を
把
握
す
る
こ
と
を
通
し
て
水
戸
学
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
国
学
の
意
義
と
限
界
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
日
本
に
お
け
る

自
由
主
義
・
個
人
主
義
的
伝
統
の
幕
末
か
ら
戦
前
に
か
け
て
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
東
湖
風
水
戸
学
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。


