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近
代
的
家
族
像
の
な
か
の
老
い

水
嶋

陽
子

〈
要
旨
〉

本
稿

は
、
社
会
史

の
視
角
か
ら
日
本
近
代

に
お
け
る
老

い
の
イ
メ

ー
ジ
を
考
察
す

る
。

老

い
の
イ
メ

ー
ジ
が
形
成
さ
れ

る
過
程

の

一
つ
と

し
て
、

日
本
近
代

で
望
ま
し

い
と
さ

れ
た
家
族
像

の
生
成
過
程

に
着

目
す
る
。
具
体
的

に
は
、
明
治
民

法
の
隠
居
制
度

と
良

妻
賢
母
思
想

の
展
開
を
素
材

に
す
る
。
近
代
化
過

程

で

「
老
年

期
」
に
付
与
さ

れ
た
意

味
内
容
と

そ
の
成
り
立

ち
の
検

討
よ
り
得
ら

れ
た
知
見
は

、
以
下

の
よ
う

に
ま

と
め
ら

れ
る
。

ω
良
妻
賢

母
思
想

の
展
開

に
よ
り

、
家
庭

は
女
性
が
家
族

の
健
康
を
守

る
領

域
と
な

る
。
そ

の
た
め
家
庭

で
は
主
婦

と
の
関
係
性

の
な
か
で
、
老

い
の
身

体
的
な
虚
弱
性
は
、

依
存
が
必
要
な
介
護
対
象
と
な
る
。

②
隠

居
制

度
は
、
家

長
が
早

々
と
隠
居

を
す
る
楽
隠
居

を
防
止
し
、

同
時

に
民
衆
管

理

の
単

位
で
あ
る

「
家

」
の
、
責
任
者

と
し
て

の
家
長

を
確
保
す
る

目
的

で
制

定
さ
れ

た

。
そ
の
た
め
隠
居

が
で
き
る
条
件
が
制

限
さ
れ

、
隠
居

は
働
け
な
く

な

っ
た
者
と
し

て
特
徴

づ
け
ら
れ

る
。
ま
た

「
家
」

に
お

い
て
、
隠

居
者

は
家
長

の
支
配

下
に
お
か
れ

る
。

結

論
と
し

て
、
老

い
に
着
目
し
た

場
合
、
家
族
内

の
関
係
を
規
定

す
る

二
つ
の
制
度

の
生
成
と
は
、

同
時

に
弱

い
老

い
を

つ
く
り
だ
す
過

程
だ

っ
た
。
そ

し
て
老

い
の

「
弱

さ
」
が
、
家
族

の
関
係
性

の
な

か
で
構

築
さ
れ
た
点

に

つ
い
て
考
察

を
す
す
め
、
最
後

に
そ
こ
か
ら
、
老

い
の
重
層
的
な
記
述

に
向
け
た
、
可
能
な
方
向
性
を
展
望
す
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

老

い

・
隠
居

・
良
妻
賢

母
思
想

・
近
代
家
族
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1

は
じ
め
に

人
間
は
他
の
動
物
と
同
じ
よ
う

に
、
生
ま
れ
、
成
長
し
、
子
孫
を
残
し
、
老

い
、
そ
し
て
死
ん
で
い
く
。
そ
の
意
味
で
人
の

一
生
は
、
誕
生
を
も

っ
て
始
ま

り
死
で
お
わ
る
、
連
続
し
た
生
物

学
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
ど

の
文
化
で
も
、
こ
の
生
物
学
的
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
人
生
に
、
子
供
、
大
人
、
老

人
な
ど
い
く

つ
か
の
区
分
を
与
え
、
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
分
節
化
す
る
。
そ
の
た

め
、
子
供
期
、
青
年
期
、
老
年
期
な
ど
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
上
の
各
時
期
は
、
文
化

環
境
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
普
遍
的
な
い
し
絶
対
的
な
意
味
を
内
在
し
た
も
の

で
は
な
い
。

例
え
ば
痴
呆
は
、
現
代
日
本
社
会
に
す
む
我

々
に
と

っ
て
は
老
い
の
抱
え
る

や

っ
か
い
な
問
題
で
あ
る
。
だ
が
我

々
に
は
ボ
ケ
て
い
る
と
し
か
映
ら
な
い
状

態
を
、
「あ

の
人
は
老
い
て
神
の
使
う
言
葉
を
話
す
よ
う
に
な

っ
た
」
と
と
ら

え
、
尊
敬
の
対
象
と
す
る
部
族
も
あ
る
。
ア
リ
エ
ス
が
子
供
の
在
り
方
の
歴
史

的
変
容
を
明
ら
か
に
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、老
い
も
そ
の
在
り
方
を
文
化
的
、

歴
史
的
な
状
況
に
よ
り
変
化
さ
せ
る
。
そ
の
意
味
で
老
い
は
、
き
わ
め
て
柔
軟

な
社
会
現
象
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
老
い
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
実
践
的
な
老

い
の
抱
え
る
問
題

へ
の
対
策
に
比

べ
、
老
い
が

一
つ
の
社
会
現
象
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
は
る
か
に
す
く
な
か

っ
た
。
そ
の
傾
向
は
日
本
に
限

っ

た
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
欧
米
に
お
い
て
は
、
老
い
の
在
り
方
の
多
様
性
を
考

え
る
た
め
に
、
文
化
人
類
学
的
な
研
究
と
な
ら
び
、
歴
史
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

た
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
近
年
、
多
様
な
方
法
論
に
よ
り
、
近
代
化
過
程
に

↑
)

お
け
る
老
い
の
変
容
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
の
場
合
に
は
、
近
代
日
本
の
老
い
を
扱
う
研
究
自
体
が
数
少
な
い
吩
)ま

た
そ
の
多
く
は
、
老
人
の
知
恵
を
否
定
す
る
教
育
制
度
の
整
備
や
、
老
人
に
高

い
価
値
を
与
え
た
儒
教
に
基
づ
く
孝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
ま
た
は
翁
や
嫗
と
い
っ

た
文
化
的
遺
産
な
ど
、
老
い
の
在
り
方
を
規
定
す
る
諸
要
素
の
抽
出
に
関
心
を

む
け
て
き
た
。
近
代
化
に
伴
い
老
い
が
変
容
す
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
着
目
さ
れ

ず
に
き
た
。
そ
の
た
め
日
本
近
代
の
変
動
の
な
か
で
の
老
い
の
生
成
過
程
を
具

体
的
に
追
い
、
今
日
我
々
が
自
明
と
し
て
い
る
老
い
の
成
り
立
ち
を
検
討
す
る

と
い
う
試
み
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
の
近
代
化
過
程
に
は
、
家
族
を
近
代
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

へ
と
変
換
さ
せ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
期
間
と
は
同
時
に
、

家
族
内
に
お
け
る
老
い
の
あ
る
べ
き
イ
メ
ー
ジ
、
位
置
が
形
成
さ
れ
る
過
程
だ

っ
た
と
い
え
る
。
よ

っ
て
本
稿
で
は
、
近
代
化
過
程
の

一
側
面
と
し
て
近
代
的

↑
)

家
族
像
の
生
成
過
程
に
焦
点
を
あ
て
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
表
出
す
る
、
「老
年

期
」

の
意
味
内
容
と
そ
の
成
り
立
ち
の
特
徴
を
検
討
し
た
い
。
検
討
対
象
で
あ

る

「老
年
期
」
の
定
義
と
用
い
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
ふ
れ
る
。

も

っ
と
も
、
近
代
的
家
族
像
の
な
か
に
現
わ
れ
る

「
老
年
期
」
は
、
近
代
日

本
に
存
在
す
る
多
様
な
老
い
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
形
成
過
程
か

ら
掘
り
起
こ
す
こ
と
は
、
日
本
近
代
の
変
動
期
を
経
て
支
配
的
な
様
式
と
な

っ

た
老
い
を
、
そ
の

一
端
な
り
と
も
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
、
そ

こ
に
現
わ
れ
る

「老
年
期
」
を
、
近
代
の
老
い
の
在
り
方
と
し
て
ど
う
捉
え
う

る
か
考
え
た
い
。
そ
れ
は
社
会
史
的
研
究
の
意
義
と
し
て
佐
藤
健

二
が
指
摘
す
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る
、
近
代

へ
の
変
動
期
を
経
て
支
配
的
と
な

っ
た

「も
の
の
見
え
方
」
に
つ
い

(4
V

て
考
察
を
加
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
、と
の
問
題
意
識
と
重
な
る
も
の
だ
ろ
う
。

2

「
老
年
期
」
と
一
一
つ
の
家
族
像

文
化
人
類
学
者
、
片
多
順
は
、
多
く
の
文
化
で

「お
と
な
」
と

「死
」
の
間

(↓

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

「
老
人
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
従
い
、
「
お
と
な
」

と

「死
」
の
間
の
期
間
を

「
老
年

期
」
と
す
る
。

次
に
デ
ー
タ
と
す
る
近
代
的
家
族
像
と
は
、
近
代
国
家
が
望
ま
し
い
と
し
た

家
族
、
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
日
本
で
は
明
治
期
後
半
に
、
近
代
社
会
に
ふ
さ

わ
し
い
家
族
内
の
関
係
を
形
成
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
制
度
が
施
行
さ
れ
た
。

家
制
度
と
良
妻
賢
母
思
想
に
も
と
つ
く
女
子
教
育
で
あ
る
。
家
制
度
は
周
知
の

よ
う
に
、
家
長
を
頂
点
に
し
た
家
族
関
係
を
規
定
し
た
制
度
で
あ
り
、
明
治
民

法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。
良
妻
賢
母
教
育
は
、
そ
の
家
制
度
を
補
完
す
る
目
的

で
施
さ
れ
た
。
そ
の
教
育
制
度
に
よ
り
女
性
は
家
内
部
の
担
い
手

(主
婦
)

へ

と
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
と
い
わ
れ

る
。
こ
の
二
つ
の
制
度
は
、
近
代
日
本
に
お

い
て
望
ま
れ
た
家
族
内
の
関
係
性
を
示
す
た
め
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る

「老
年

期
」
の
諸
側
面
は
、
家
族
内
で
正
当
と
み
な
さ
れ
た

「老
年
期
」
に
関
す
る
も

の
と
い
え
る
。
た
だ
し
こ
の
二
つ
の
家
族
制
度
に
現
わ
れ
る

「老
年
期
」
の
側

面
は
、
各
々
の
制
度
に
よ
り
多
少

異
な
る
。

良
妻
賢
母
思
想
の
展
開
は
、
良
妻
賢
母

(主
婦
)
に
対
し
て
望
ま
れ
た
、
老

い
と
の
か
か
わ
り
方
、
と
い
う
方

向
か
ら

「老
年
期
」
を
表
出
さ
せ
る
。
な
ぜ

な
ら
良
妻
賢
母
思
想
で
は
、
女
性
の
人
生
を
娘
、
妻
、
母
の
三
つ
の
時
期
に
区

分
し
て
、
各
時
期
に
淑
女
、
良
妻
、
賢
母
と
な
る
こ
と
を
女
性
の
理
想
的
な
生

き
方
と
み
な
す
。
だ
が
老
年
期
に
あ
た
る
時
期
に
は
、
人
生
目
標
が
与
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
良
妻
賢
母
思
想
と
老
い
の
接
点
は

「
医
療
化
」
だ

っ
た

た
め
、
具
体
的
に
は
衛
生
環
境
の
変
化
の
な
か
で
良
妻
賢
母
思
想
に
基
づ
き
、

女
性
が
主
婦
と
な
る
過
程
に
着
目
す
る
。
こ
の
過
程
か
ら
は
、
女
性
の
変
容

(主

婦
化
)
に
よ
り
新
た
に
意
味
付
与
さ
れ
た
近
代
の

「老
年
期
」
と
、
そ
の
成
り

立
ち
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
家
制
度

の
中
で
は

「老
年
期
」
は
直
接
、
隠
居
制
度
と
し
て
表
出
す

る
。
「
隠
居
」
と
は
、
家
長
で
あ
る
男
性
や
そ
の
男
性
を
含
め
た
親
世
帯
が
、

家
の
代
表
者
と
し
て
の
地
位
と
そ
れ
に
付
随
す
る
義
務
や
家
の
財
産
を
、
生
き

て
い
る
間
に
後
継
者
に
譲
り
、
自
ら
は

「
お
と
な
」
と
し
て
の
第

一
線
を
退
く

行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
定
式
化
さ
れ
た
、
「
老
年
期
」

の
在
り
方
の
ひ
と

つ
だ

っ
た
。
そ
の
隠
居
を
近
代
に
な

っ
て
、
明
治
国
家
が
家

制
度
に
組
み
入
れ
た
の
が
、
隠
居
制
度
で
あ
る
。
故
に
本
稿
で
は
、
庶
民
の
慣

習
で
あ

っ
た
隠
居
が
、
家
制
度
の

一
環
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
過
程
に
着
目
し

た
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
未
だ
近
代
的
家
族
像
と
は
無
関
係
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る

時
代
の

「老
年
期
」
と
の
対
比
の
う
え
に
、
近
代
の

「
老
年
期
」
に
付
与
さ
れ

た
意
味
内
容
と
そ
の
成
り
立
ち
の
特
徴
が
表
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で

は
ま
ず
、
良
妻
賢
母
思
想
の
展
開
に
そ

っ
て

「老
年
期
」
を
検
討
す
る
。

3

良
妻
賢
母
思
想
の
展
開
と
介
護
対
象
と
し
て
の
老
い

近代的家族像のなかの老い

 

㎜

先
に
、
扱
う
資
料
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
明
治
期
後
半
か
ら
大
正
初
期

(後



述
す
る
近
代
衛
生
史
で
い
う
第

二
期
)
を
中
心
に
、
良
妻
賢
母
と
な
る
べ
き
人

々
に
向
け
て
語
ら
れ
た
言
説
を
用

い
る
。
「医
療
化
」
が
良
妻
賢
母
思
想
と
老

い
の
接
点
だ

っ
た
た
め
、
具
体
的

に
資
料
と
な
る
の
は
、
高
等
女
学
校
の
教
科

書
、
医
療
衛
生
の
啓
蒙
団
体
が
発
行
し
た
雑
誌
、
読
み
物

の
類
で
あ
る
。
こ
う

し
た
言
説
は
、
良
妻
賢
母
を

つ
く
り
だ
す
社
会
的
装
置
だ

っ
た
公
教
育
、
衛
生

啓
蒙
機
関
が
、
良
妻
賢
母
に
な
る
べ
き
人
々
に
対
し
て
送
り
出
し
た
、
良
妻
賢

母
に
な
る
の
に
必
要
な

「知
識
」

だ

っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
確
認
で
あ
る
が
、
良
妻
賢
母
像
は
、
女
性
の
理
想
的
な
生
涯
と
し
て

国
家
レ
ヴ

ェ
ル
で
推
奨
さ
れ
た
。
故
に
、
近
代
日
本
の
女
性
が
理
想
と
し
た
生

き
方
は
多
様
で
あ

っ
て
も
、
良
妻
賢
母
像
は
、
と
り
わ
け
支
配
的
な
ラ
イ
フ
サ

(6
)

イ
ク
ル
モ
デ
ル
だ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
思
想
の
展
開
の
な
か
で

「老
年
期
」

と
み
な
さ
れ
た
も
の
は
、
現
実
に
は
良
妻
賢
母
と
い
う
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
外
れ

た
人

々
に
も
、
あ
る
べ
き
老
い
の
姿
と
し
て
共
有
さ
れ
る
も
の
だ

っ
た
。

ω

医
療
化
の
担
い
手
と
し
て
の
女
性

(↓

広

い
意
味
で
の
医
療
化
は
、
産
業
化
や
都
市
化
に
比
べ
て
近
代
化
の

一
側
面

と
し
て
言
及
さ
れ
る
事
は
は
る
か
に
少
な
か

っ
た
が
、
我
々
の
生
活
に
多
く
の

変
化
を
も
た
ら
し
た
要
素
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
の
変
化
を
衛
生
環
境
の
変
化
と

し
て
お
さ
え
る
と
、
近
代
日
本
に
お
い
て
は
明
治
七
年
の
医
制
公
布
以
後
、
大

(8
)

き
く
三
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
明
治
期
前
半
は
そ
の
第

一
期
で
、

コ
レ
ラ

や
ペ
ス
ト
な
ど
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
急
性
伝
染
病
対
策
と
し
て
、
病
院
建
設
な

ど
公
衆
衛
生
に
主
力
が
注
が
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
着
目
す
る
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
は
第

二
期
に
あ
た
る
。
こ
の
時
期

は
、
公
衆
衛
生
か
ら
区
別
さ
れ
た

「家
内
衛
生
」
、
す
な
わ
ち
家
庭
、
個
人
の

レ
ヴ
ェ
ル
で
な
さ
れ
る
医
療
活
動
が
浮
上
す
る
時
期
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
第
二
期
に
は
、
結
核
や
ト
ラ
ホ
ー
ム
な
ど
慢
性
伝
染
病

へ
の
対
策
が
、
あ
ら
た
に
衛
生
行
政
の
課
題
と
し
て
表
面
化
し
て
い
た
。
慢
性

病

へ
の
対
策
と
は

一
人

一
人
の
生
活
改
善
に
よ
る
予
防
だ

っ
た
。
そ
の
た
め
、

家
庭
の
衛
生
環
境
や
個
人
の
健
康
意
識
を
改
良
す
る
な
ど
、
家
内
衛
生
の
必
要

性
が
で
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
公
教
育
と
民
間
の
衛
生
啓
蒙
団
体
が
、
家
内
衛

生
に
関
す
る
啓
蒙
活
動
を
行
な

っ
た
時
、
そ
の
啓
蒙
は
良
妻
賢
母
思
想
に
基
づ

き
、
女
性
に
向
け
ら
れ
た
。

ま
ず
公
教
育
の
場
合
、
家
内
衛
生
が
説
か
れ
た
の
は
、
女
子
教
育
の
場
に
お

い
て
だ

っ
た
。
近
代
日
本
の
女
子
教
育
の
方
向
を
定
め
た
の
は
、
明
治
三
二
年

の
高
等
女
学
校
令
で
あ
り
、
こ
こ
で
女
子
教
育
の
方
針
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の

が
良
妻
賢
母
思
想
だ

っ
た
。
こ
の
教
育
方
針
に
そ
い
、
女
子
に
家
庭
生
活
に
直

接
役
立
つ
も
の
を
習
得
さ
せ
る
教
育
に
力
点
が
お
か
れ
た
。
家
庭
生
活
忙
お
い

て
予
防
可
能
な
病
を
防
ぐ
ね
ら
い
か
ら
、
そ
う
し
た
教
育
の

一
つ
に
、
健
康
意

識
の
教
育
も
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

高
等
女
学
校
、
尋
常
師
範
学
校
女
子
部
の
た
め
に
書
か
れ
た
明
治
三

一
年
初

版
の

『
家
事
教
科
書
』
は
、
代
表
的
な
家
政
書
と
し
て
多
く
の
版
を
重
ね
、
そ

れ
以
後
の
家
政
書
の
模
範
と
な

っ
た
。
こ
の
本
で
は
第
二
章
に

「衛
生
」
が
お

か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
医
療
活
動
の
重
要
性
と
と
も
に
、
衛
生
に
は

一
個
人

の
守
る
べ
き
個
人
衛
生
、

一
家
内
に
行
な
う

べ
き
家
内
衛
生
、
市
町
村
国
が
施

す
べ
き
公
衆
衛
生
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
が

コ

家
の
衛
生
を
整
え
こ
れ
を

一
国
の

う
え
に
及
ぼ
し
以
て
其
の
普
及
進
歩
を
図
る
」
事
が
女
性
の
働
き
と
し
て
肝
要
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(9
)

で
あ
る
、
と
論
じ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
女
子
教
育
で
は
、
医
療
活
動
の
な
か
で
も
と
く
に
家
内
衛
生
を
、

女
性
が
担
う
べ
き
も
㊨
と
位
置
付
け
た
。
そ
れ
は
家
事
の

一
部
と
し
て
、
女
子

学
生
た
ち
が
将
来
主
婦
と
な
る
と
き
の
役
割
と
な

っ
た
。
こ
う
し
た
教
育
を
施

す
高
等
女
学
校
が
明
治
三
九
年
ま

で
に
ほ
と
ん
ど
の
府
県
に
設
立
さ
れ
、
そ
の

教
育
は
全
国
に
.広
が
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
女
性
と
家
内
衛
生
を
結
び

つ
け
る
働
き
を
し
た
の
が
、
民
間

の
衛
生
啓
蒙
活
動
だ

っ
た
。
そ
の

一
つ
に
私
立
大
日
本
婦
人
衛
生
会
が
あ
る
。

こ
の
会
は
コ
レ
ラ
対
策
と
し
て
明
治
十
六
年
に
設
立
さ
れ
た
大
日
本
衛
生
会
と

は
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
名
の
通
り
女
性
を
対
象
に
つ
く
ら
れ
た
団
体
だ

っ

た
。
北
里
柴
三
郎
は
大
日
本
衛
生
会
の
立
場
か
ら
、
こ
の
会
の
設
立
目
的
と
し

て
、
国
家
社
会
レ
ヴ
ェ
ル
の
公
衆
衛
生
と
は
異
な
り
、
「[慢
性
伝
染
病
対
策
と

し
て
の
ー
引
用
者
注
凵
個
人
衛
生

の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
御
婦
人
方
の
尽
力

(10
)

が
な
け
れ
ば
と
う
て
い
我
々
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
述
べ
る
。

こ
の
会
は
当
初
よ
り
、
家
庭
に
お
け
る
衛
生
の
担
い
手
を
女
性
に
特
定
し
て
い

た
。活

動
は
月
に

一
回
、
東
京
で
講
演
会
を
開
き
、
そ
の
内
容
を
機
関
誌

『
婦
人

衛
生
会
雑
誌
』
と
し
て
全
国
の
希
望
者

(女
性
)
に
配
布
し
た
。
そ
し
て
明
治

(n
)

二
十
年
に
創
設
さ
れ
て
以
後
、
短
時
日
の
う
ち
に
会
員
数
を
拡
大
し
た
。
先
に

み
た
全
国
に
整
備
さ
れ
た
高
等
女
学
校
で
の
教
育
に
加
え
、
そ
う
し
た
大
日
本

婦
人
衛
生
会
な
ど
の
活
動
に
よ
り
、
家
内
衛
生
と
女
性
の
つ
な
が
り
は
全
国
、

津

々
浦

々
に
ま
で
普
及
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

②

女
性
の
職
業
領
域
と
し
て
の
家
庭
と
健
康
の
価
値

家
内
衛
生
と
い
う
活
動
が
女
性
の
役
割
と
な
る
と
き
、
良
妻
賢
母
思
想
が
女

性
と
家
内
衛
生
を
つ
な
ぐ
背
景
に
あ

っ
た
点
に
着
目
し
た
い
。
良
妻
賢
母
思
想

は

「男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
具
合
に
男
女
の
役
割
を
性
に
よ
り
分
離

す
る
が
、
役
割
分
担
が
異
な

っ
て
も
、
両
性
を
人
間
と
し
て
は
平
等
で
あ
る
と

曾
)

捉
え
る
思
想
で
あ
る
。

あ
る
活
動
が
、
良
妻
賢
母
思
想
に
も
と
づ
き
女
性
の
家
庭
で
の
役
割
と
さ
れ

る
場
合
に
は
、
そ
の
活
動
に
、
男
性
の
外
で
の
仕
事
と
同
等
の
社
会
的
意
義
が

付
与
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
。
故
に
、
家
族
の
健
康
を
守
る
活
動
に
も
社
会
的

な
意
義
が
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
女
性
の
活
動
の
成
果
で
あ
る
健
康
が
社
会

的
な
価
値
を
も
つ
こ
と
、
つ
ま
り
健
康
の
価
値
化
、
が
お
こ
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
を
、
当
時
の
女
性
向
け
の
啓
蒙
雑
誌
、
啓
蒙
書
に
み
る
と
、

ま
ず
健
康
は
非
常
に
高
い
評
価
を
得
る
。
例
え
ば

「健
康
に
し
て
貧
し
き
も
の

は
富
み
て
病
め
る
人
よ
り
幸
い
で
あ
る
。
健
康
は
黄
金
よ
り
も
勝
り
、
財
産
よ

り
も
尊
い
。
富
は
と
て
も
健
全
な
、
す
が
す
が
し
た
こ
こ
ろ
の
喜
び
に
及
ぶ
も

曾
)

の
で
は
な
い
」
と
い
う
具
合
に
、
健
康
は
個
人
の
幸
福
の
シ
ソ
ボ
ル
と
な
る
。

そ
し
て
ま
た
、
「
何
れ
の
教
育
、
何
れ
の
事
業
を
な
す
も
、
身
体
健
康
で
な
け

(14
)

れ
ば
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」
と
の
理
由
付
け
に
よ
り
、
「
国
家
の
位
置

(芭

を
す
す
む
る
も
の
は
衛
生
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
家
族
の
健
康

を
守
る
女
性
の
活
動
は
、パ
ラ
レ
ル
に
国
家
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
の
活
動

の
成
果
で
あ
る
健
康
が
社
会
的
に
価
値
あ
る
も

の
と
を
る
こ
と
は
、.
健
康
を
守
る
と
い
う
家
庭
で
の
女
性
の
役
割
と
、
男
性
が

従
事
す
る
社
会
的
な
職
業
と
の
間
に
連
続
性
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
し
て
こ
の
連

近代的家族像のなかの老い241



続
性
に
よ
り
、、男
性
の
職
業
と
同
様
、
家
内
衛
生
は
女
性
の

「
職
業
」
と
な
る
。

当
時
の
言
説
は
そ
れ
を

「女
性

の
天
職
」
と
表
現
し
た
。
二

家
の
家
長
た
る

も
の
が
終
日
外
で
こ
と
を
と
る
」

こ
と
と

「そ
の
天
職
に
は
決
し
て
優
劣
は
な

(芭
い
」
た
め
、
家
内
衛
生
は
、
「
男
子
の
天
職
」
と
同
等
だ

っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、家
内
衛
生
と
い
う
活
動
が
女
性
の
職
業
と
な
る
こ
と
は
、

健
康
が
社
会
的
に
価
値
あ
る
も

の
と
な
る
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り

家
内
衛
生
の
職
業
化
と
健
康
の
価
値
化
は
、平
行
し
て
す
す
む
現
象
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
同
時
に
、
家
庭
が
、
男
性

の
職
業
領
域
と
比
肩
し
う
る
、
女
性
の
職
業

領
域
に
な
る
こ
と
だ

っ
た
。

紛

介
護
対
.象
と
し
て
の

「老

年
期
」

新
た
に
女
性
の
職
業
領
域
と
な

っ
た
家
庭
に
は
、
主
婦
に
よ
り
家
族
の
健
康

が
守
ら
れ
る
領
域
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
こ
れ
は
医
療
化
の

一
端
が
、
家
庭
に

お
い
て
現
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
背
景
に
は
、
社
会
全
般
で
す
す
ん
だ
医
療
化

が
あ
る
。
こ
の
現
象
は
近
代
産
業
社
会
に
共
通
し
て
い
る
よ
う
だ
。

ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
人
間
の
身
体
を
微
視
的
に

観
察
す
る
医
学
、
博
物
学
に
よ
り
、
老
い
は
宗
教
的
な
い
し
哲
学
的
な
意
味
付

け
が
抜
け
落
ち
、
生
物
学
的
な
現
象
と
な
る
。
そ
し
て
医
学
的
な
見
地
か
ら
、

老
い
は

「老
衰
」

(のO
昌
Φ
oαO
Φづ
①
)
と
し
て
把
握
さ
れ
、
身
体
上
の
健
康
問
題

(17
V

が
老
い
を
指
し
示
す
も
の
と
な
る
。
同
時
代
の
日
本
で
も
、
衛
生
啓
蒙
雑
誌
は
、

「老
人
と
は
生
理
機
能
の
衰
え
て
、
全
て
の
も
の
に
打
ち
勝

つ
力
の
弱
く
な
り

(邑

た
る
状
態
に
変
す
る
こ
と
」
と
し
て
、
医
学
的
解
説
に
よ
り
老
い
の
衰
え
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
近
代
以
前
か
ら
、
老
い
の
衰
え
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
の
看
護
、
老
人
処
遇
は
、
近
世
に
貝
原
益
軒

が

『養
生
論
』
の

「養
老
」
で
述
べ
た
内
容
を
基
本
線
に
、
西
洋
医
学
、
衛
生

知
識
を
お
り
混
ぜ
た
も
の
だ

っ
た
。
飲
食
や
睡
眠
な
ど
養
生
に
必
要
と
さ
れ
た

生
活
管
理
の
内
容
は
、
近
世
の
養
生
訓
も
近
代
の
家
政
書
も
さ
ほ
ど
変
化
は
な

い
。
だ
が
近
世
と
近
代
で
は
、
語
ら
れ
る
対
象
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
近
世
の

養
生
訓
で
は
、
養
生
の
柔

は

莪

が
身
を
そ
こ
な
う
も
の
を
去
ら
せ
る
『
.だ

っ
た
。
つ
ま
り
、
天
命
を
害
な
う
要
因
を
排
除
せ
よ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、

老
い
た
本
人
だ

っ
た
。

そ
れ
が
近
代
に
入
る
と
、
医
療
啓
蒙
雑
誌
の
な
か
で
は
、
「老
人
を
絶
え
ず

璽

保
護

す
べ
き
、
そ
の
責
任
と
義
務
を
有
す
る
も
の
」
と
し
て
主
婦
が
位
置
付
け

ら
れ
た
。
そ
し
て
養
生
が
必
要
な
老
い
の
衰
え
は
、
主
婦
に
む
か

っ
て
語
ら
れ

る
。
例
え
ば

「身
長
体
重
の
減
少
、
骨
の
も
ろ
さ
、
食
物

の
消
化
能
力
の
低
下

な
ど

(…
)
老
人
の
身
体
の
方
の
特
徴
を
考
え
て
保
護
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し

た
な
ら
ば

(-
)
誤
り
な
く
養
老
の
道
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
よ
蒐
」
と
い
う

具
合
で
あ
る
。

主
婦
に
対
し
て
語
ら
れ
る
老
い
を
よ
り
細
か
く
み
れ
ば
、
近
代
の
家
政
書
で

は
、
「他
よ
り
そ
う
と
う
の
手
当
て
と
注
意
を
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
す

(22
)

な
わ
ち
老
人
衛
生
の
必
要
が
生
じ
た
る
由
縁
な
り
」
と
語
ら
れ
、
老
人
は
主
婦

に
依
存
す
る
存
在
だ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
依
存
性
は

「小
児
に
異
な
ら
ざ
る
状

態
に
あ
る
も
の
を
以
て
、
自
身
に
て
は
と
て
も
満
足
な
る
衛
生
法
を
守
り
行
な

蠶

う
あ
た
わ
ず
」
、
「
老
人
と
か
小
児
と
か
は
と
か
く
此

の
務

[養
生
、
摂
生
-

引
用
者
注
凵
を
怠
り
、
な
か
に
は
わ
が
ま
ま
か

・
て
を
言
い
た
遡
る
」
・
と
い
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う
よ
う
に
、
主
婦
と
の
関
係
性
の
な
か
で
子
供
と
同
列
に
あ

っ
た
。

欧
米
の
論
者
は
、
女
性
の
主
婦
化
と
関
連
し
て
老
い
が
子
供
の
メ
タ
フ
ァ
ー

需
〉

で
語
ら
れ
る
現
象
を
、
「老
い
の
幼
児
化
」
(ぎ
貯
暮
巴
冒
⇔ま

口
o臨
僧σq一昌
αq
)
と

よ
ぶ
。
日
本
に
お
い
て
も

「
お
と
な
」
で
あ
る
主
婦
に
対
し
て
、
依
存
性
に
よ

り

「老
人
」
が
、
「
お
と
な
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
る
。

近
代
に
な

っ
て
家
庭
と
い
う
職
業
領
域
を
も

っ
た
女
性
は
、
先
に
み
た
よ
う

に
、
社
会
の
担
い
手
と
し
て
は
男
性
と
同
等
だ

っ
た
。
す
な
わ
ち
女
性
が
主
婦

と
な

っ
た
た
め
、
近
代
以
前
に
は
、
「
女
、
子
供
」
が

「
お
と
な
」
の
範
疇
か

ら
外
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
近
代
に
な
る
と

「お
と
な
」
か
ら
外
さ
れ
る
も

の
が
、
「
女
、
子
供
」
か
ら

「
子
供
と
老
人
」

へ
と
組
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
良
妻
賢
母
思
想
が
も

つ
、
「
良
妻
賢
母
」
と
い
う
枠
組
み
に
女
性
を
は

密
)

め
な
が
ら
も
、
女
性
の
も
つ
社
会
的
可
能
性
を
引
き
出
す
側
面
の
あ
ら
わ
れ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
留
意
し
た

い
の
は
、
主
婦
に
対
し
て
、
「姑
」
と
い
う
立
場

に
あ

っ
た
女
性
の
老
い
を
介
護
対
象
と
し
て
語

っ
て
い
た
、
と
は
考
え
に
く
い

て
ん
で
あ
る
。
例
え
ば
啓
蒙
書
の
な
か
で
は

「
す
で
に
壮
年
の
時
よ
り
日
夜
勤

労
し
て

一
家
を
経
営
し
、
子
女
を
教
養
し
、
社
会
に
対
す
る
務
め
を
も
卒
え
…
」

."

.と
い
う
よ
う
に
・
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
老
い
に
は
、
男
性
の
イ
メ
ー
ジ

が
濃
厚
で
あ
る
。
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
そ
う
し
た
限
定

つ
き
で
、
主
婦
と
の

関
係
性
に
お
い
て

「
老
年
期
」
は
介
護
対
象
と
な
る
時
期
だ

っ
た
。

4

明
治
民
法
に
よ
る
隠
居
の
変
容

次
に
、
望
ま
し
い
家
族
像
を
形
成
し
た
も
う
ひ
と

つ
の
要
因
で
あ
る
、
家
制

度
に
着
目
し
た
い
。
明
治
国
家
は
、
明
治
民
法
の
な
か
で
家
制
度
の

一
部
と
し

て
隠
居
を
制
度
化
し
た
が
、
庶
民
の
風
習
だ

っ
た
隠
居

へ
は
批
判
的
だ

っ
た
。

そ
の
た
め
家
制
度
の
制
定
に
先
立
ち
、
近
代
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
家
族
の
在
り

方
を
模
索
し
た
民
法
典
論
争
に
お
い
て
も
、
隠
居
の
取
り
扱
い
は
争
点
の

一
つ

だ

っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
庶
民
の
隠
居
と
そ
れ
に
対
す
る
法
律
家
の
認
識
に
つ

い
て
触
れ
、
そ
の
後
に
隠
居
制
度
の
特
性
を
検
討
す
る
。

ほ
づ
み
の
ぶ
し
げ

本
節
で
し
ば
し
ば
で
て
く
る
穂
積
陳
重
は
、
明
治
政
府
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と

し
て
明
治
民
法
の
隠
居
制
度
を
起
草
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
法
学
者
と
し
て

は
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
の
初
代
教
授
で
あ
り
、
研
究
の

一
つ
に
、
隠
居
の
歴

(銘
)

史
を
扱

っ
た

『
隠
居
論
』
が
あ
る
。

ω

近
世
の
隠
居
イ
メ
ー
ジ
と
明
治
の
法
律
家

近
世
の
隠
居
の
慣
行
は
、
多
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
明
治
民
法
の
隠
居
制
度

と
の
比
較
と
し
て
必
要
な
か
ぎ
り
で
引
用
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
総
じ
て
言
う

な
ら
ば
、
武
士
、
町
民
、
農
民
は
三
者
三
様
の
家
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
や

階
層

の
実
態
に
あ
わ
せ
て
三
者
三
様
の
隠
居
慣
行
を
実
践
し
て
い
た
。
こ
こ
で

触
れ
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
階
層
を
こ
え
て
共
有
さ
れ
、
ま
た
明
治
の
法
律
家

た
ち
の
隠
居
批
判
の
対
象
と
な

っ
.た
、

一
つ
の

「老
年
期
」
イ
メ
ー
ジ
に
関
し

て
で
あ
る
。
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霾

近
世
の
隠
居
慣
行
を
研
究
し
た
太
田
素
子
は
、
近
世
か
ら
隠
居
制
度
の
制
定

時
に
い
た
る
時
代
の

「
老
年
期
」
イ
メ
ー
ジ
を
、
「
楽
隠
居
」
と
し
て
ま
と
め

た
。
そ
れ
は
、
少
し
で
も
早
め
に
隠
居
を
し
て
、
家
長
と
い
う
立
場
を
解
放
さ

れ
た
、
あ
る
種
の
自
由
な
身
分
を
楽
し
も
う
と
す
る
、
人
々
の
願
望
に
基
づ
く

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。太
田
氏
の
見
解
は
主
と
し
て
文
献
資
料
に
基
づ
く
が
、
コ
ー

ネ
ル
は
江
戸
期
の
横
内
村
の
宗
門
改
帳
か
ら
、
隠
居
の
時
期
を
統
計
的
に
検
討

し
た
。
彼
女
も
、
四
十
、
五
十
代

で
隠
居
を
す
る
こ
と
が
多

々
あ

っ
た
こ
と
に

着
目
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
親
の
世
帯
の
側
を
隠
居
に
引
き
付
け
る
要
因

が
存
在
し
、
コ

家
を
経
営
し
、
管
理
す
る
煩
わ
し
い
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
た

龠
)

い
と
い
う
願
い
」
の
あ

っ
た
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
ち
ょ
う
ど
、
井
原
西
鶴
が

「
人
は

=
二
才
ま
で
は
わ
き
ま
え
が
な

く
、
二
四
、
五
ま
で
は
親
の
指
図
を
受
け
、
そ
の
後
は
我
と
世
を
か
せ
ぎ
、
四

五
ま
で
に

一
生
の
家
を
か
た
め
、
遊
楽
す
る
こ
と
に
極
ま
れ
り
」
(『
日
本
永
代

蔵
』
)
と
し
て
描
い
た
、
若
い
と
き
の
禁
欲
的
に
働
く
目
的
を

「
老
い
の
楽
し

み
」
に
置
く
上
方
の
町
人
文
化
と
共
通
性
を
持
つ
。
(町
人
文
化
の
な
か
で
は
、

そ
う
し
た
四
十
代
で
早

々
と
す
る
隠
居
を

「
若
隠
居
」
と
よ
ん
だ
。
)
実
際
の

隠
居
慣
行
の
内
容
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
底
流
に
老
年
期
と
は
家
に
お
け
る

責
任
あ
る
立
場
を
解
放
さ
れ
た
自
由
な
時
期
と
い
う
考
え
が
、
「楽
隠
居
」
に

象
徴
さ
れ
、
広
く
共
有
さ
れ
た
こ
と
が
近
世
の
時
代
性
で
は
な
い
か
、
と
太
田

氏
は
述
べ
る
。

近
世
の
楽
隠
居
ほ
ど
広
が
り
を
も

っ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
に
せ
よ
、
隠
居
と

い
う
発
想
に
は
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
責
任
あ
る
立
場
を
開
放
さ
れ
た

「自
由

性
」
と
で
も
い
う
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
家
の
外
に
出
歩
く
側
面

.

が
あ

っ
た
。

一
例
と
し
て
、
歴
史
家
の
三
浦
周
三
は
、
隠
居
を
俗
世
間
か
ら
退
い
て
山
野

を
放
浪
す
る
生
活
ス
タ
イ
ル
と
捉
え
て
い
た
。
平
安
時
代
に
は
出
仕
せ
ず
に
家

に
居
る
も
の

(辞
官
者
)
を
全
て
隠
居
と
呼
ん
だ
が
、
「辞
官
者
が
山
林
に
隠

れ
、
或
い
は
仏
門
に
帰
依
せ
し
も
の
あ
り
し
は
・
国
史
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
咆

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
穂
積
陳
重
が

『
隠
居
論
』
で
示
し
た
、
平
安
時
代
の
隠

居
者
は
家
の
な
か
に
い
た
と
い
う
隠
居
理
解
を
批
判
し
た
。
ま
た
民
俗
学
者
の

高
取
正
男
も
同
様
に
、
後
鳥
羽
上
皇
や
後
白
河
法
王
な
ど
が
、
天
皇
と
し
て
の

公
の
義
務
を
解
放
さ
れ
て
初
め
て
、
洛
中
や
洛
外
で
遊
び
回
る
自
由
を
得
る
と

か
、
家
の
実
権
を
息
子
に
譲

っ
た
隠
居
者
が
お
寺
参
り
に
せ
い
を
出
す
な
ど
の

事
例
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
「
家
の
な
か
の
仕
事
は
当
主
が
や
り
、
隠
居
し
た

ら
世
の
中
の
こ
と
を
や
る
」
、
つ
ま
り

「近
代
以
前
に
は
隠
居
す
る
と
社
会
に

露
)

で
る
」
側
面
の
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

当
時
の
楽
隠
居
イ
メ
ー
ジ
に
ま
と
め
ら
れ
る
隠
居
慣
行
も
、
こ
う
し
た
隠
居

の

「
自
由
性
」
の
要
素
を
汲
む
も
の
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
明

治
の
法
律
家
た
ち
の
目
に
は
、
「
真
実
老
病
を
の
ぞ
き
て
、
そ
の
余
り
は
遊
手

露
)

無
用
の
人
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
隠
居
者
は
働
か
ず
に
遊
び
回
る
存
在
だ

っ

た
。
隠
居
の
持

つ

百

由
性
L
は

「愉
安
遊
惰
の
気
風
を
蔑

O
.し
・
国
家
の

発
展
を
阻
害
す
る
弊
害
を
も
つ
と
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
遊
び
暮
ら
す
生
活
を
国

が
制
度
と
し
て
保
障
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
が
、
隠
居
の
廃
止
を
主
張
す

る
人
々
の
考
え
だ

っ
た
。
隠
居
の
も

つ

「弊
害
」

へ
の
同
様
の
認
識
は
、
隠
居

を
制
度
と
し
て
残
そ
う
と
し
た
穂
積
陳
重
な
ど
隠
居
擁
護
論
派
に
も
、
共
有
さ

れ
て
い
た
。
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し
か
し
時
代
背
景
と
し
て
明
治
後
期
は
、
近
代
化
の
本
格
的
な
始
ま
り
に
と

も
な
い
、
新
た
な
民
衆
管
理
の
必
要
性
が
高
ま

っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
都
市
に

は
小
規
模
な
核
家
族
が
現
わ
れ
、
他
方
、
村
落
社
会
で
は
地
縁
、
血
縁
に
基
づ

く
社
会
的
紐
帯
が
弱
ま

っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
民
衆
管
理
の
単
位

と
し
て
つ
く
ら
れ
た

「家
」
に
対
し
て

「益
」
と
み
な
さ
れ
る
部
分
が
あ

っ
た

た
め
、
隠
居
は
制
度
と
し
て
残
さ

れ
た
。
そ
こ
で
順
次
、
隠
居
制
度
を
、
「弊

害
」
と
折
り
合
い
を
付
け
る
た
め
に
変
容
し
た
部
分
、
及
び

「益
」
と
み
な
さ

れ
て
活
用
さ
れ
た
部
分
か
ら
検
討
す
る
。

②

近
代
の
隠
居
の
特
性

そ
の

一

隠
居
の
内
容

四
十
、
五
十
代
の
者
の
楽
隠
居
願
望
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
隠
居
条
件
が
規

定
さ
れ
た
。
明
治
民
法
で
は
、
隠
居
が
で
き
る
の
は
体
力
の
衰
え
た
六
十
才
以

上
、
も
し
く
は
病
気
で
家
長
の
義
務
が
果
た
せ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
明
治
民
法
に
よ
り
、
隠
居
を
す
る
に
は
、
家
長
が
い
ず
れ
か
の
隠
居

理
由
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
に
な

っ
た
。

近
世
の
隠
居
と
比
較
し
て
み
る
と
、
近
世
に
お
い
て
、
隠
居
を
す
る
時
期
を

決
め
る
要
因
が
、
後
継
者
で
は
な
く
、
隠
居
を
す
る
本
人
、
す
な
わ
ち
家
長
の

側
に
置
か
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
の
は
、
武
家
の
み
だ

っ
た
。
町
人
や
農
民
の
場

　

　

　

合
、
隠
居
と
し
て
譲
る
も
の
は
田
畑
や
店
の
の
れ
ん
な
ど
、
家
業
で
あ
る
農
業

や
商
い
の
基
盤
と
な
る
財
産

(家
産
)
と
い
う
側
面
が
強
か

っ
た
。
そ
の
た
め

隠
居
の
時
期
は
、
結
婚
や
子
供
の
誕
生
な
ど
、
後
継
ぎ
が
家
業
を
担
え
る
よ
う

に
な

っ
た
と
き
を
契
期
に
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

一
方
武
家
の
場
合
、
家
業
は
主
君

へ
の
奉
公

(兵
役
に
就
く
こ
と
)
で
あ
る

た
め
、
隠
居
に
は
主
君
の
許
可
が
必
要
だ

っ
た
。
主
君
は
、
兵
役
を
担
う
家
長

の
身
体
状
況
を
考
慮
の
上
、
隠
居
を
許
可
す
る
年
齢

(隠
居
年
齢
)
を
決
め
て

い
庵

そ
の
点
で
・
家
長
の
身
体
状
況
に
限
・
て
隠
居
を
認
め
た
隠
居
制
度
は
、

武
家
の
隠
居
に
近
い
。

だ
が
近
世
の
隠
居
慣
行
と
な
ら
べ
る
と
、
近
代
に
な

っ
て
楽
隠
居
防
止
の
た

め
に
隠
居
理
由
を
定
め
た
こ
と
は
、
家
長
の
身
体
状
況
と
い
う
、
以
前
は
複
数

あ
る
隠
居
理
由
の

一
つ
で
あ

っ
た
も
の
を
、
隠
居
の
発
現
を
可
能
に
す
る
唯

一

の
理
由
と
す
る
こ
と
だ

っ
た
。
す
な
わ
ち
明
治
民
法
は
、
そ
れ
ま
で
様

々
な
理

由
で
な
さ
れ
て
い
た
隠
居
の
存
在
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
近
代
の

「老
年
期
」

の
意
味
内
容
は
、
身
体
状
況
に
よ
り
家
長
が
働
け
な
い
場
合
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
と
な

っ
た
。

㈹

近
代
の
隠
居
の
特
性

そ
の
二

隠
居
者
の
地
位

明
治
国
家
が
家
制
度
の
な
か
に
隠
居
が
繰
り
入
れ
た
の
は
、
家
長
と
関
係
が

あ
る
。
家
長
は

一
戸

一
戸
の

「
家
」
を
統
率
す
る
者
と
し
て
お
か
れ
、
家
族
員

を
扶
養
す
る
義
務
が
あ

っ
た
。
だ
が
仮
に
隠
居
を
禁
止
し
て
い
る
と
、
家
長
が

病
気
な
ど
で
扶
養
能
力
を
失

っ
た
と
き
も
、
家
長
が
死
ぬ
ま
で
新
し
い
家
長

へ

の
交
代
が
で
き
な
い
。
実
質
を
と
も
な
わ
な
い

「家
」
が
で
き
て
し
ま
う

の
を

防
ぐ
た
め
に
、
隠
居
は
必
要
だ

っ
た
。
穂
積
陳
重
が

「隠
居
は
戸
主
権
の
完
全

(36
)

な
る
行
使
の
保
証
な
り
」
と
い
う
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
故
に
、
隠
居
は

近
世
の
楽
隠
居
の
よ
う
に
自
由
な
身
分
を
楽
し
む
チ
ャ
ソ
ス
と
い
う
ニ
ュ
ア
ソ

ス
は
弱
く
な
る
。
近
代
に
な

っ
て
扶
養
能
力
を
持
つ
家
長
を
つ
く
り
だ
す
手
段

と
い
う
側
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
視
さ
れ
た
家
長
の
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立
場
は
、
「
家
」
内
部
で
は
、
隠
居
者
を
含
め
て
他
の
家
族
員
の
頂
点
に
立
つ

存
在
だ

っ
た
。

し
か
し
近
世
の
家
長
と
隠
居

者
の
関
係
を
み
る
と
、
口
喧
し
く
家
政
に
干
渉

し
た
り
、
時
に
は
放
蕩
息
子
を
勘
当
す
る
な
ど
、
隠
居
者
は
家
長
に
対
し
て
強

い
。.

「唐
土
の
貧
者
の
隠
居
」
と

い
う
笑
い
話
渉
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
隠

居
は
田
畑
や
の
れ
ん
な
ど
譲
る

べ
き
財
産

(家
産
)
を
も
つ
も
の
が
す
る
行
為

だ

っ
た
。
そ
の
た
め
家
長
は
、
家
産
と
い
う

「先
祖
か
ら
の
預
か
り
物
」
を
、

増
や
せ
な
い
ま
で
も
譲
り
受
け
た

水
準
を
維
持
し
て
次
世
代
に
渡
す
義
務
を
負

っ
て
い
た
。

一
方
隠
居
者
は
す

で
に
家
産
を
譲
り
渡
し
た
も
の
と
し
て
、
先
祖

代

々
の

一
員
の
立
場
に
い
た
。
両
者
は
家
産
を
媒
介
に
家
の
系
譜
上
、
継
続
性

を
も

っ
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

近
世
の
親
子
関
係
を
論
じ
た
姫

岡
勤
に
よ
る
と
、
こ
の
家
産
を
根
拠
に
し
た

継
続
性
に
よ
鈔
、
隠
居
耄

祖
先
は
、
家
長
で
あ
る
子
孫
に
対
し
て
羮

な
権

威
を
持
て
た
。
そ
の
た
め
家
長
は
支
配
力
を
持

つ
も
の
の
そ
れ
は
、
「
先
代
先

々
代
の
家
長

(隠
居
中
に
も
せ
よ

冥
界
に
あ
る
に
も
せ
よ
)

(…
)
こ
れ
ら
の

イ
メ
ー
ジ
を
つ
ら
ね
て
意
識
さ
れ
た

『先
祖
代
々
』
が
現
在
の
家
長
に
命
ず
る

ゑ

と
こ
ろ
に
従
う
」
限
り
の
も
の
だ

っ
た
。
す
な
わ
ち
隠
居
者
は
家
の
系
譜
上
、

先
祖
代

々
の

一
員
で
あ
る
た
め
、
家
長
に
対
し
て
あ
る
種
の
支
配
力
を
も

っ
て

い
た
。

そ
れ
が
近
代
に
な
り
、
民
衆
管
理
の
単
位
と
な
る

「
家
」
を
創
出
す
る
た
め

に
、
譲
る
べ
き
家
産
の
な
い
と
こ
ろ
に
も
、
家
族
を
統
率
す
る
人
物
と
し
て
、

家
長
が
お
か
れ
た
。
す
る
と
こ
こ
で
の
家
長
と
隠
居
者
の
間
に
は
、
家
産
を
譲

っ
た
も
の
、譲
ら
れ
た
も
の
と
い
う

具
体
的
な
か
た
ち
で
の
継
続
性
は
弱
ま
る
。

そ
し
て
隠
居
者
の
支
配
力
を
支
え
て
い
た
先
祖
代
々
の
存
在
は
希
薄
に
な
ら
ざ

る
お
え
な
い
。
結
果
的
に
隠
居
者
は
、
コ

旦
隠
居
す
れ
ば
、
家
長
た
る
地
位

を
失
い

(-
)
自
ら
戸
主
の
支
配
を
受
け
る
も
の
咆
だ

・
た
・
そ
の
た
め
近
代

の
家
長
と
の
関
係
性
の
な
か
で
、
隠
居
者
は
家
長
の
下
に
置
か
れ
る
。

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
近
世
の
隠
居
慣
行
と
隠
居
制
度
の
違
い
と
し

て
は
、
ω
隠
居
は
家
長
の
身
体
条
件
に
よ

っ
て
の
み
、
な
さ
れ
る
事
柄
と
な

っ

た
。
②
隠
居
者
と
家
長
の
地
位
が
逆
転
し
た
、
と
な
る
。
す
な
わ
ち
近
代
の
「
老

年
期
」
の
意
味
内
容
は
、
身
体
的
に
働
け
な
い
も
の
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
な

り
、
家
長
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
下
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た

「老

年
期
」
の
変
容
は
、
家
長
を
常
に
維
持
す
る
手
段
と
し
て
、
隠
居
を
活
用
し
た

結
果
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
家
制
度
に
お
け
る
家
長
を

つ
く
り
だ
し
た
結
果
と

も
い
え
る
。
だ
が
歴
史
的
に
も
隠
居
は
家
長
で
あ
る
男
性
を
中
心
に
し
た
行
為

で
あ
り
、
こ
の
変
容
に
は
女
性
の
老
い
が
含
ま
れ
て
い
な
い
事
は
留
意
す
べ
き

だ
ろ
う
。5

ま
と
め
と
考
察

ω

老
い
の

「弱
さ
」
と
排
除
の
メ
カ

ニ
ズ
ム

日
本
近

」代
で
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
家
族
像
の
生
成
過
程
を
素
材
に
、
「老
年

期
」
に
付
与
さ
れ
た
意
味
内
容
や
そ
の
成
り
立
ち
の
特
徴
を
検
討
し
て
き
た
。

ま
ず
三
、
四
節
の
議
論
を
ふ
ま
え

「老
年
期
」
の
意
味
内
容
を
み
る
。
第

一
に
、

医
学
的
見
地
か
ら
捉
え
ら
れ
た
老
い
の
衰
え
は
、
家
族
の
健
康
を
守
る
主
婦
に

依
存
す
る
、
介
護
対
象
と
な
る
。
第
二
に
隠
居
は
、
家
族
を
統
率
す
る
家
長
を
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作
り
出
す
た
め
に
活
用
さ
れ
た
結
果
、
隠
居
の
理
由
が
原
則
と
し
て
家
長
の
身

体
条
件
に
限
定
さ
れ
る
。
.そ
の
た
め
、
隠
居
と
い
う

「老
年
期
」
は
働
け
な
い

も
の
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
な
る
。

こ
の
二
つ
の

「老
年
期
」
に
共
有
さ
れ
る
要
素
を
考
え
る
と
し
た
ら
、
や
は

り
そ
れ
は

「弱
さ
」
だ
ろ
う
。
そ

の
弱
さ
に
は
、
主
婦
の
前
に
介
護
対
象
と
し

て
表
出
す
る
場
合
に
も
、
も
と
も
と
男
性
を
中
心
と
し
た
行
為
で
あ

っ
た
隠
居

の
場
合
に
も
、
男
性
の
老
い
と
い
う
感
が

つ
よ
い
。
(こ
の
点
は
後
に
触
れ
る
。)

ま
ず
そ
の
弱
さ
が
、
主
婦
と
の
関

係
で
介
護
対
象
に
な
る
と
か
、
「
家
」
の
創

出
に
よ
り
家
長
と
隠
居
者
の
立
場
が
逆
転
す
る
な
ど
、
家
族
の
関
係
性
の
な
か

で
具
体
的
に
意
味
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

老
い
に
焦
点
を
あ
て
る
と
、
弱

い
老
い
の
ま
わ
り
を
、
外
部
環
境
か
ら
区
分

さ
れ
た

一
単
位
の

「家
」
を
代
表
す
る
家
長
、
外
部
環
境
と
対
比
さ
れ
る
家
庭

を
職
業
領
域
と
す
る
主
婦
が
取
り
囲
ん
で
い
る
、
と
み
な
せ
る
。
近
代
に
な
り
、

「子
供
」
に
付
与
さ
れ
た
保
護
が
必
要
な
存
在
と
い
う
属
性
が
、
そ
の
周
囲
に

人
間
関
係
を
結
晶
さ
せ
、
家
族
は
集
団
性
を
明
確
に
し
た
。
同
じ
く
老
い
の
弱

さ
も
、
そ
の
周
囲
に
主
婦
や
家
長
を
配
置
す
る
点
で
、
家
族
と
い
う
集
団
の
凝

集
力
を
高
め
る

一
要
素
だ

っ
た
。
作
田
啓

一
は
、
集
団
の
凝
集
力
を
高
め
る
機

能
を
持

つ
も
の
は
、
両
者
が
関
係
を
持

つ
こ
と
で
内
集
団
と
外
集
団
と
を
区
分

す
る
く
結
合
V
活
動
を
し
て
い
る
と
し
て
、
〈
結
合
〉
活
動
を
営
む
構
造
要
素

ゑ

を
く
連
帯
関
係
V
と
名
付
け
た
。
主
婦
や
家
長
と
弱
い
老
い
は
、
両
者
が
関
係

を
持

つ
こ
と
で
家
族
像
を
つ
く
る
。
そ
の
た
め
両
者
の
間
に
は
、
〈
連
帯
関
係

〉
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味

で
、
老
い
の
弱
さ
は
近
代
的
家
族
と
い
う
シ

ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
る

「部
分
」

で
あ
る
。
近
代
化
過
程
で
の
家
族
内
に
お
け

る
新
し
い
人
間
関
係
の
形
成
と
同
時
に
、
弱
い
老
い
は
創
出
さ
れ
た
。

だ
が
弱
い
老
い
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
創
出
を
支
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
見

落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
グ
ー
ル
ド
ナ
ー
の
い
う
諸
部
分
の

「機
能
的
自
立

な
　

性
」
(旨
づ
o試
8
巴

鋤暮
8
0目
矯
)
の
概
念
を
再
整
理
し
た
石
川
実
に
よ
れ
ば
、

シ
ス
テ
ム
は
高
度
に
機
能
的
自
立
性
を
も

つ
部
分
を
シ
ス
テ
ム
内
か
ら
排
除

し
、
統
制
可
能
な
部
分
だ
け
を
内
部
に
残
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
つ
。
そ
の
た
め

弱
い
老
い
は
、
近
代
家
族
と
い
う
シ
ス
テ
ム
内
で
、
正
当
化
さ
れ
た
老
い
の
側

面
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
弱
い
老
い
と
は
相
容
れ
な
い
高
度
に
自
立
性
を
持

つ
老
い
の
側
面
は
、
「排
除
」
さ
れ
て
い
る
。

近
代
の
老
い
は
、
そ
の
生
成
過
程
に
、
四
節
で
み
た
よ
う
に
、
隠
居
の
内
容

を
限
定
す
る
方
向
性
を
も

っ
て
い
た
。
若
い
う
ち
に
家
長
の
責
任
を
の
が
れ
る

目
的
で
す
る
隠
居
な
ど
、
そ
れ
ま
で
多
様
な
理
由
で
な
さ
れ
て
い
た
隠
居
は
、

自
明
な

「老
年
期
」
の

一
側
面
で
あ
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
結
果
的

に
、
「楽
隠
居
」
と
い
う
老

い
の
側
面
を
、
老
い
の
範
疇
か
ら
排
除
す
る
も
の

だ

っ
た
と
受
け
取
れ
る
。
楽
隠
居
に
も
含
ま
れ
た
家
の
外
に
で
る

「自
由
.性
」

と
い
う
老
い
の
側
面
は
、
「
高
度
に
機
能
的
自
立
性
を
持

つ
部
分
」
と
し
て
、

近
代
的
な
老
い
の
範
疇
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
の
の

一
端
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
推
測
の
域
を
で
な
い
も
の
の
、
弱
い
老
い
に
男
性
の
イ
メ
ー
ジ
が

つ
き
ま

と
う
の
は
、
女
性
の
老
い
が
姑
と
し
て
具
現
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
範
疇
に
取
り

込
み
に
く
い
も
の
だ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
成
り
立

つ
の
が
、
近
代
の
弱
い
老
い
だ

っ

た
。
故
に
本
稿
で
み
て
き
た
近
代
的
家
族
像
の
形
成
過
程
は
、
近
代
社
会
に
ふ

さ
わ
し
い
家
族
像
を
媒
介
に
、
弱
く
あ
る
べ
き
も
の
へ
と
、
老
い
を
制
度
的
に

近代的家族像のなかの老い247



@
)

読
み
替
え
る
過
程
だ

っ
た
と
い
え
る
。

ω

結
び
に
か
え
て

確
か
に
今
日
、
死
亡
者
の
七
五
%
以
上
が
高
齢
者
で
あ
る
よ
う
に
、
弱
い
老

い
と
い
う
の
も
、
あ
な
が
ち
信
憑
性
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
牟
田
和

恵
が
個
人
の
生
き
方
に
対
す
る
近
代
家
族
論
の
射
程
に
関
し
て
、
「
近
代
以
降

の
家
族
が
、
情
緒
性
と
結
合
と
を
深
め
る
こ
と
の
代
償
と
し
て
、
あ
ま
り
に
排

他
的
、
閉
鎖
的
な
場
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
は
、
長
期
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

・
ヴ
で
見
れ
ば
、
家
族
の
個
人

に
対
す
る
重
要
性
を
む
し
ろ
減
じ
さ
せ
姻

」
と

述
べ
る
よ
う
に
、
老
い
も
、
近
代
的
家
族
像
の
な
か
に
表
出
す
る
弱
さ
だ
け
で

捉
え
る
の
に
は
無
理
が
と
も
な
う

。

近
代
的
な
家
族
像

の
な
か
で
生
成
さ
れ
る
老

い
の
抽
出
を
試
み
た
本
稿
か

ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
老
い
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
本
稿
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
弱
い
老
い
の
成
り
立
ち
は
、
老
い

の
在
り
方
と
し
て
従
来
見
落
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
考
え
る
糸

口
を
与
え
て
い

る
。
第

一
に

「自
由
性
」
の
要
素

で
あ
る
。
老
い
る
ま
で
生
き
残

っ
た
人
々
は
、

隠
居
が
歴
史
的
に
も

っ
て
い
た
家

の
外
に
で
る
と
い
う
要
素
を
、
「
楽
隠
居
」

に
具
現
し
て
、
老
後
を
過
ご
し
て
い
た
。
現
時
点
で
も
、
大
都
市
高
齢
者
渉

「お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
原
宿
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
盛
り
場
を
生
み
出
し
て
い
る
と
の

の
　

研
究
報
告
も
あ
る
よ
う
に
、
家
の
外
に
で
る
と
い
う
要
素
が
、
近
代
社
会
の
な

か
で
、
形
を
変
え
て
存
在
し
て
い
る
可
能
性
は
伺
え
る
。
故
に
今
後
、
家
族
外

部
で
老
い
た
人
々
に
よ
り
結
ば
れ
る
、
人
と
人
と
の
関
係
の
絆

へ
と
拡
げ
て
老

い
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
も

っ
と
評
価
さ
れ
る
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

第

二
に
、
男
性
と
女
性
の
、
老
い
の
在
り
方
の
違
い
で
あ
る
。
近
代
的
家
族

像
か
ら
表
出
す
る
弱
い
老
い
に
は
、
な
ぜ
か
男
性
の
イ
メ
ー
ジ
が

つ
よ
い
。
そ

れ
は
近
代
に
な

っ
て
家
庭
が
女
性
の
職
業
領
域
と
な

っ
た
こ
と
と
、
お
そ
ら
く

無
関
係
で
は
な
い
。
こ
こ
で
老
い
た
人
物
の
人
間
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
と
、

老
人
女
性
は
姑
と
し
て
、
あ
る
い
は
生
活
に
密
着
し
た
知
恵
袋
と
し
て
、
何
か

し
ら
家
族
や
共
同
体
の
な
か
で
役
割
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
の

ゑ

指
摘
し
て
い
る
。

一
方
、
男
性
老
人
の
場
合
に
は
、
家
族
の
内
部
で
は
、
祖
母

と
比
べ
て
相
対
的
な
祖
父
の

「
み
え
に
く
さ
」
(器
巨
貯
o

ゴ
i
臨
く
已
什団
、
o
h

オ
　

σq
蠢
昌
島
9
些
o
}
o
o
住
)
も
い
わ
れ
て
い
る
。
女
性
の
老
い
と
比
べ
て
、
男
性
の

老
い
を
家
族
の
な
か
に
位
置
付
け
る
、
積
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
非
常
に
弱
い
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
不
思
議
な
こ
と
に
、
家
庭
と
い
う
近
代
に
な

っ
て
主
婦
の

領
域
と
な

っ
た
所
で
は
、
現
実
に
い
た
で
あ
ろ
う
女
性
で
は
な
く
、
存
在
自
体

が
希
薄
な
男
性
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
弱
い
老
い
は
語
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も

っ
と
も
本
稿
は
弱
さ
と
い
う
男
性
の
老
い
を
議
論
し
た
も
の
の
、
女
性
の

老
い
は
、
と
ら
え
そ
こ
な

っ
て
い
る
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
家
庭
が
主
婦
の
職

業
領
域
と
な

っ
た
こ
と
は
、
老
人
男
性
と
老
人
女
性
の
場
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
違

う
イ
ン
パ
ク
ト
を
も

っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
ろ
う
。
女
性
の
場
合
、
専
業
主

婦
と
い
う
歴
史
的
に
も
新
し
い
職
業

の
出
現
に
よ
り
、
男
性
が
職
業
生
活
か
ら

退
職
す
る
の
と
は
違
う
老
い
を
体
験
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
家
事
労
働
に
は

引
退
が
な
い
た
め
に
・、
女
性
の
老
い
溺

「退
職
」
と
し
て
捉
え
き
れ
な
い
あ
い

ま
い
さ
を
も

つ
と
い
わ
れ
る
の
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
i
化
さ
れ
た
労
働
形
態
が
、
同

時
に
引
退
と
い
う
老
年
期

の
あ
り
よ
う
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
て
い
る
こ
と
を

物
語

っ
て
い
る
。
男
女
で
異
な
る
老
い
の
体
験
を
、
こ
の
よ
う
に
男
女
の
働
き
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方
の
違
い
と
の
関
連
で
み
て
い
く

こ
と
も
、
今
後

の

一
つ
の
視
角
で
あ
る
と
思

う
。　
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中
・
器

H
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な
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例

え
ば

、

和

田

修

一
、

「
》
O
田

Z
O
イ

メ

ー

ジ
研

究

序

説

」
、
『
社

会

学
年

誌

』

三

一
号

、

一
九

九
〇

年

、

一
～

十

八
頁

、

ω
謹

8
臣

毛

㊤
q
F

、.ω
雷
9

。。

き

α

一巳
お

Φ

o
臨
曁

o
国
匡
興

ぐ

写

智

b
碧

、.」

昌

竃

涛
o
閏
8

穿
霞
の
8
器

四
昌
住

匿

,

費

①零

窯

臼
巳
o吋

(巴

¢

鼕

恥
ミ

毎
曳
螽

国
oβ
菖
巴

oq
o

お

8

"
竈

卜
G。
,①
O

副

田
義

也
、
「
現

代

日
本

に
お
け

る
老

年
観
」
、
『
老

い
の
発
見

.
2
老

い
の

パ

ラ
ダ

イ
ム
』
所
収

、
岩
波
書
店

、

一
九
八

六
年

、
八
五
～
九
七
頁
、
中
内

敏

夫
、
「
六

・
三
制

の
誕
生
」
、
『
老

い
と

「
生

い
」
』

所
収
、
藤
原
書
店
、

一

九
九

二
年

、
四

三
～

九
五
頁

、
中

野
新
之
祐

、
「
教
科

書

に
見

る
老
人

の
社

会
史
」
、
前
書

所
収

、
九
五
～

一
二
五
頁
な
ど

。

家
族

国
家
観

な
ど
国
家
体
制
内

で
の
老

い
の
位
置
付
け
は

、
家
族
内

部
の
人

(
4
)

(5

)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(

11
)

(

10
)

 

(
12
)

間
関
係

の
変
容

に
焦
点
を
あ

て
る
本
稿

の
関
心
か
ら
外
れ

る
た
め

、
議
論

の

対
象

か
ら
外

す
。
も

っ
と
も
家
族

国
家
観

な
ど
、
自
ら

の
権

力
安

定
の
た
め

に
近
代

国
家
が
老

い
の
権
威
を
活

用
す
る
と

い
う
側
面
は

、
近
代

社
会
に
お

け
る
老

い
を
考
察
す
る
際

に
は
、
重
要
な
要
素

の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

佐
藤

健

二
、
「
社
会
分
析

の
方

法
と
し

て
の

「
新

し
い
社

会
史
」
」
、
『
社
会
科

学
紀
要
』
三
三
号
、
東
京
大
学
教
養
学
部
、

一
九
八
四
年
、

一
九
六
～
七
頁

。

片
多

順
、
「
老
年
文
化

の
事
例
研
究
」
、
『
老

い
の
比
較
家
族
史
』
所
収
、
三
省

堂
、

一
九
九
〇

年
、
三
五
頁

。

ひ
ろ

た
ま

さ
き
、
「
ラ
イ

フ
サ
イ

ク
ル
の
諸
類
型
」
、
女
性
史
総
合

研
究
会
編

『
日
本
女
性
生
活
史
第
4
巻
近
代
』

所
収
、
東
大
出
版
会

、

一
九
九
〇
年
、

二
四
九
～

五
〇
頁
。

こ
こ
で

い
う
医
療
化

と
は

、
近
代
医
療
が
自
ら

の
扱
う

対
象
範
惆
を
拡
大

し

て

い
く
現
象
を
さ

す
。
イ
リ
イ
チ
な
ど

の
医
療
化

批
判

の
文
脈

で
用

い
ら

れ

る
よ
う
な

、
医
療

の
拡
大
に
よ
る

一
般
人

の
自

主
自
立

の
能
力

の
剥
脱

と
い

っ
た
含
み
は
な

い
。

詳
し
く
は
、
成
田
龍

一
、
「衛

生
環
境

の
変
化

の
な
か

の
女
性
と
女
性
観
」
(『
日

本
女
性
生
活
史
第

4
巻
近
代
』

所
収
、
東
大
出
版
会
、

一
九
九
〇
年
)

八
九

頁
を
参
照
。

新
村
拓

、
『
老

い
と
看
取
り

の
社
会
史
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九

一
年

、

一
七
三
頁

。

成
田
龍

一
、
前
掲
論
文

、

一
〇

二
頁

。

こ
の
会
に
関
す
る
詳

細
は

、
亀

山
美
知
子

、
「
私
立
大
婦
人
衛
生
会

の
創
設
と

そ

の
背
景

に

つ
い
て
」
、
『
京
都
市

立
看
護

短
期
大
学
紀
要
』
十

一
号

、

一
九

八
六
年
、

一
～
九
頁
、
近
代
女
性
文
化
史

研
究
会

『
婦
人
雑
誌

の
夜
明
け
』
、

大
空
社
、

一
九

八
九
年
を
参
照
。

小
山
静
子
、
『
良
妻
賢

母
と

い
う
規
範
』
、
勁
草
書
房

、

一
九
九

一
年
、

一
ゴ
ニ

七
頁
。
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(
13
)

「
健
康
論
」
『
婦
人
衛
生
会
雑
誌
』
三
〇
三
号
、

一
二
頁
。

(
14
)

「
衛
生

の
効
能
」
『
婦
人
衛
生
会
雑
誌
』

二
号

、

二
頁

。

(15
)

同
記
事
、
四
頁
。

(16
)

山
本
与

一
郎
編

、
『
家

庭
教
訓

家
政

と
衛
生
』
、
以
仁
堂

、

一
八
八
八
年

、

四

二
頁
。

(
17
)

O
o
す

↓
げ
o
営
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§

9
計

召

・H
り
b。
・9

b。
旨
.

(18
)

北
渓
散
士
、
『
女
子
と
衛

生
』
、
柏
原
奎
文
堂

、

一
九
〇

八
年

、
二
五

一
頁
。

(19
)

新
村
拓
、
前
掲
書

、

一
八
九
頁

。

(20
)

北
渓
散

士
、
前
掲
書

、
二
四
九
頁
。

(
21
)

「
養
老

の
心
得
」
『
婦
人
衛
生
会
雑
誌
』
三
三
三
号
、

二

一
五
頁

。

(22
)

北
渓
散

士
、
前
掲
書

、

二
五

一
頁
。

(23
)

北
渓
散
士
、
前
掲
書

、

二
五

一
頁
。

(24
)

山
本
与

一
郎
編

、
前
掲
書

、

一
五
八
頁

。

(25
)

一
Φ
昌
昌

国
。
o冨

団
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ぎ
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ρ

Q
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(26
)

小
山
静
子
、
前
掲
書

、

一
九

一
頁

。

(27
)

新

村
拓

、
前
掲
書

、

一
七

三
頁
。

(
28
)

『
隠
居
論
』
は
隠
居
制
度

の
本
格
的
な
研
究

に
先
便

を

つ
け
た
と
評
さ
れ

て

い
る
が
、
出
版
当
時
、
多
く

の
歴
史

家
、
法
学
者

の
反
響

を
引

き
起

こ
し
た

書
物

で
も

あ
る
。
ま
た

『
隠
居
論
』

に
は
、
明
治

二
四
年

の
第

一
版

と
大
正

四
年

の
第

二
版
が

あ
り
、
通
常

『
隠
居
論
』

と
い
え
ば
内
要
量

で
も

三
倍

の

増
加
を
み
た
第

二
版
を

さ
す
。
本
稿

の
記
述
も
第

二
版

に
よ

っ
て
い
る
。
第

一
版
と
第

二
版

の
違

い
に

つ
い
て
は
、
湯
沢
雍
彦

、
「
穂

積
陳
重

に
お
け
る

『
隠
居
論
』

の
発
展
」

(『
社
会
老
年

学
』

M
六

一
九

七
七
年

三
月
)
を
参

照
。

(29
)

太
田
素
子
、
「
老
年
期

の
誕
生
」
、
中
村
桂
子
、
宮

田
登
編

『
老

い
と

「生

い
」
』

所

収

、

藤

原

書

店

、

一
九

九

二
年

、

一
五

四

～

二
〇
〇

頁

。

(30

)

O
o
蕁

Φ
目
い
・厂

、、δ
け冨

日
①
鼻

ぎ
冨

捧

き

o
o
も
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8

Φ
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喝
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9

言

ゆq

HO
QQ
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博
唱
ひ
㊤
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(
31
)

三
浦

周
三

「
隠
居
論
を
論
じ

て
穂
積
博

士
に
答
う

・
上
」
『
太
陽
』
、

二
十
巻

十
号
、

一
五
七
頁
。

(32
)
.
座
談
会

「
日
本
社
会

と
老
人
支
配
」
、

ジ

ュ
リ
ス
ト
総

特
集
十

二
号

、
『
高

齢

化
社
会

と
老

人
問
題
』

一
九

七
八
年
、

三

一
五
頁
。

(
33
)

重
野
安
縡
、
「
隠
居
家
督
な
ら
び
に
養

子
の
弊
害
」
、
『
東
京
学

士
会
員
雑
誌
』

第
八
編

の
四
、

一
八
八
六
年

(
明
治

二
二
年
)
、

一
頁

。

(34
)

穂
積
陳

重
、
『
隠
居
論
』
穂
積
奨
学
財
団
、
大
正

四
年

(湯
沢
雍
彦
監
修

「
家

族

.
婚
姻
」
研
究
文
献
選
集
②

『
隠
居
論
』
、

ク
レ

ス
出
版
、

一
九
入
九
年

、

六
九
九
頁
)
。

(
35
)

武
家

に
お
い
て
は
、

一
般

に

「
代
官

の
制
」
と

い
う
も

の
が

あ
り
、
隠
居
を

せ
ず

に
子
供

や
家
臣
に
戸
主

の
務
め

を
代

勤
さ
せ
る

こ
と
が
出
来

た
。
故
に

体
力

の
衰
退
と
隠

居
は
、
必
ず
し
も
結
び

つ
い
て
は

い
な
か

っ
た
よ
う

だ
。

詳
細
は
中

田
薫
、
「
穂

積
博

士
の
隠
居
論
第

二
版
を
よ

み
て
」
、
『
国
家
学
会

雑
誌
』

二
九
巻
七
号
、
大
正

四
年
、
三
浦
周
三
、
上
掲
論
文
な
ど
を
参

照
。

(36
)

穂
積
陳
重
、
前
掲

書
、
七
百
四
頁
。

(37
)

姫
岡
勤
、
「
近
世
の
親

子
関
係
」
、
光
吉
利
之

、
松
本
通
晴
、
正
岡
寛
司
編

『
リ
ー

デ

ィ

ン
グ

ス
日
本
の
社
会
学

・
3
伝
統
家
族
』
、
東
大
出
版
会

、

「
九

八
六

年

、

=
一=

頁
。

(
38
)

中
野
卓
、
「
「
家
」

の
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
」
、
右
書
所
収

、

=
二
七
頁

。

(39
)

穂
積
陳
重
、
前
掲
書

、
三
五
三
頁

。

(40
)

作

田
啓

}
、
『価
値

の
社
会
学
』
、
岩
波
書
店
、

一
九
七

二
年
、
五
十
頁
。

(
41
)

石
川
実
、
「
部
分

の
機
能

的
自
立
性
と

シ
ス
テ
ム
内
緊

張
」
、
作

田
啓

一
、
井

上
俊

編

『
命

題

コ
レ

ク
シ

ョ
ン
社

会
学
』
、
筑
摩

書
房

、

一
九

入
六
年

、

「

250



(42
)

(43
)

　
45
)

　
44
)

 

(46
)

五
八
～
六
八
頁
。

傍
証
と
し

て
人

口
統
計

に
よ
る
と
、
乳
児
死

亡
と
並
び
戦
前
期

日
本

の
二
大

死
因
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                Images of "old age" in modern family 

                       Yoko MIZUSHIMA 

   In this article, a historical perspective is taken to examine images of aging in mod
em Japan. The 

emergent process of modem family in Japan can be regarded here
, as one of the modernization 

process for images of "old age". More concretely, Inkyo system and the idea of "good wives and wise 
mothers" are used as data in order to examine meanings and structures of "old age" i

n modernization 
process. Findings by analysis are as follows, 

   (1) the development of the idea of "good wives and wise mothers" have made home a sphere 

where a female protects health of her family members . At the same time, old age is recognized as 
physical decline from medical perspective. Therefore , in relation with the house-wife, physical decline 
have made old age a cared object of dependency . 

   (2) In order to prevent early retirement (RAKUINKYO) , Meiji Government regulates the time 
and condition for retirement, and it has characterized old age a life stage of physicaly unworkable 

per-
son. At the same time, she makes good use of this system for keeping housemaster wholesome

,and it 
positions retired person below him. 

   These analysis present that the emergence of new relationship among family members is 
a 

process of making "old age" weak. And then, indications of "the weakness" emergent within modem 
family relationship will be discussed . Lastly the author grope for possible directions toward multiple 
description of aging. 
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   old age, Inkyo, the idea of "good wives and wise mothers"
, modern family

252


