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は
じ
め
に 

―
― 

国
語
政
策
と
昔
話 

―
―

　

日
本
の
昔
話
は
、
近
世
に
醸
成
し
、
近
代
に
発
見
さ
れ
た
―
―
私
は
そ

う
理
解
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
昔
話
が
発
見
さ
れ
た
近
代
に
お
け
る
言

葉
の
問
題
で
あ
る
。
近
代
と
は
、
日
本
語
史
上
、
最
大
の
変
革
期
で
あ
っ
た
。

全
国
の
方
言
が
「
国
語
」
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
こ
の
時
代
、
語
り
手

の
言
葉
は
、
聞
き
手
の
言
葉
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
調
査
者

は
語
り
手
の
言
葉
と
ど
う
向
き
合
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
調
査
者
の
言
葉
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
時
期
に
フ
ィ
ー
ル
ド
を
歩
い
た
先
達
の
抱
え
て

い
た
問
題
の
多
く
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
刺
激
的
な
、
古
く
て

新
し
い
話
題
で
あ
る
。

　

近
代
の
国
語
政
策
の
最
前
線
は
、
学
校
で
あ
っ
た
。
小
文
で
は
、
そ
の
学

校
を
足
場
に
昔
話
採
集
を
し
た
鈴
木
棠
三
を
例
に
、
如
上
の
問
題
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

一
、
異
人
の
言
葉
　

　

東
京
下
町
生
ま
れ
の
野
村
純
一
は
、
自
身
の
幼
少
時
の
体
験
に
依
拠
し
つ

つ
、「
マ
イ
ナ
ー
な
言
葉
」
す
な
わ
ち
各
地
の
方
言
に
よ
っ
て
培
わ
れ
、
伝

え
ら
れ
て
き
た
昔
話
は
、
近
代
以
降
の
国
語
政
策
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
「
メ

ジ
ャ
ー
な
言
葉
」
た
る
標
準
語
（
野
村
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
学
校
言
葉
」

「
教
室
言
葉
」）
に
駆
逐
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る（

１
）。

事
態
は
帝
都
に
お
い
て
も

同
じ
で
あ
っ
た
。む
ろ
ん
、当
初
は
方
言
の
ほ
う
が
メ
ジ
ャ
ー
な
言
葉
で
あ
っ

た
わ
け
だ
が
、
時
の
流
れ
が
立
場
を
逆
転
さ
せ
た
。

　

鈴
木
棠
三
（
本
名
、
脩
一
、一
九
一
一
～
九
二
）
が
、
柳
田
國
男
の
命
を

う
け
て
、
昔
話
を
採
集
し
て
歩
い
た
の
は
、
ま
だ
、
方
言
が
「
メ
ジ
ャ
ー

な
言
葉
」
で
あ
っ
た
昭
和
十
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
棠
三
の
自
筆
年
譜
『
薮

柑
子
集
』（
昭
和
五
十
五
年
、
私
家
版
）
に
よ
る
と（

２
）、

昭
和
十
一
年
に
「
中

蒲
原
郡
昔
話
」「
佐
渡
昔
話
」「
北
村
山
昔
話
」
を
『
昔
話
研
究
』
に
報
告
、

翌
十
二
年
に
は
『
川
越
地
方
昔
話
集
』
を
刊
行
し
て
い
る
ほ
か
、「
邑
智
郡

翻
字
と
翻
訳

― 

鈴
木
棠
三
の
昔
話
調
査
と
国
語
教
育 

―

伊 

藤
　
龍 

平
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昔
話
」「
飛
騨
昔
話
」
を
『
昔
話
研
究
』
に
載
せ
、
同
十
四
年
に
は
『
佐
渡

昔
話
集
』
を
世
に
問
う
一
方
、「
対
馬
昔
話
」
を
『
旅
と
伝
説
』
に
執
筆
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
に
お
い
て
、
棠
三
は
好
ん
で
地
域
の
学
校
を
足
掛
か
り
に

し
た
。
棠
三
の
比
喩
を
借
り
る
な
ら
ば
、
学
生
を
「
ガ
イ
ガ
ー
管
」
に
見
立

て
て
話
者
を
発
掘
し（

３
）、

そ
の
後
で
棠
三
が
本
調
査
に
乗
り
出
す
と
い
う
方
式

で
あ
る
。
背
景
に
、
各
地
の
学
校
教
員
の
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、

地
域
社
会
に
お
け
る
学
校
の
役
割
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る（

４
）。

　

さ
て
、
調
査
地
に
お
け
る
棠
三
の
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
。
年
譜
に
よ
る
と
、
棠
三
の
出
身
は
静
岡
県
庵
原
郡
飯
田
村
（
現
、
清

水
市
）。
家
史
『
金
具
屋
年
代
記
』（
鈴
木
棠
三
、
昭
和
五
十
三
年
）
に
は
、

刀
剣
総
拵
師
を
家
職
と
し
た
鈴
木
家
は
、
代
々
静
岡
に
住
ん
だ
と
あ
る
。
祖

父
は
東
京
に
住
ん
で
い
た
も
の
の
、
棠
三
自
身
は
、
國
學
院
大
學
に
入
学
す

る
ま
で
郷
里
を
離
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
り
と
て
、旅
先
の
棠
三
が
、

静
岡
弁
の
み
で
会
話
を
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
や
は
り
、
静
岡
訛
り

の
標
準
語
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
調
査
地
に
お
け
る
棠
三

は
、
他
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
同
様
、
そ
の
土
地
に
お
い
て
、
ひ
と
り

異
な
っ
た
言
葉
を
操
る
異
人
で
あ
っ
た
。

　

近
世
の
旅
人
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
言
葉
を
携
え
て
や
っ
て
き
た
が
、

近
代
の
旅
人
た
る
調
査
者
が
話
し
て
い
た
の
は
、
ど
こ
の
国
の
も
の
で
も
な

い
人
工
的
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
郷
里
の
言
葉
と
異
人
の
言
葉
と
の
間

に
は
、
明
確
な
力
関
係
が
あ
っ
た
。

　
『
し
ゃ
み
し
ゃ
っ
き
り
』（
昭
和
五
十
年
、
未
来
社
）
の
「
お
い
が
き
」
に

は
、
異
人
の
言
葉
を
話
す
棠
三
の
来
訪
を
歓
迎
す
る
小
学
校
長
の
言
葉
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
校
長
は
「
内
容
は
問
わ
ぬ
か
ら
、
標
準

語
で
話
し
て
く
れ
さ
え
す
れ
ば
、
教
育
効
果
絶
大
で
あ
る
と
主
張
」
し
た
と

い
う
。
以
下
、
棠
三
の
筆
に
よ
る
そ
の
場
面
の
再
現（

５
）。

　
「
私
の
言
葉
が
標
準
語
だ
な
ん
て
、
と
ん
で
も
な
い
」
と
私
は
大
い
に

あ
わ
て
、「
そ
れ
こ
そ
教
育
効
果
マ
イ
ナ
ス
で
す
」
と
抗
議
し
た
が
、「
当

地
は
先
生
は
じ
め
方
言
訛
語
ば
か
り
使
っ
て
い
る
の
で
、
児
童
は
教
科

書
に
書
い
て
あ
る
言
葉
に
つ
い
て
は
、
一
種
の
文
章
語
と
し
か
思
っ
て

い
な
い
。
教
科
書
通
り
の
言
葉
を
実
際
に
話
し
て
い
る
人
が
現
実
に
い
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
児
童
に
実
感
さ
せ
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
私

の
責
任
は
、
と
み
に
重
い
も
の
と
な
っ
た
。

　

右
の
よ
う
な
文
章
を
読
む
と
、
あ
ら
た
め
て
、
わ
れ
わ
れ
が
国
語
の
統
一

さ
れ
た
時
代
を
生
き
て
い
る
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
現
在
、
方
言
と
標
準

語
の
関
係
は
完
全
に
逆
転
し
た
。
い
ま
や
異
人
の
言
葉
は
、
方
言
の
ほ
う
で

あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
放
映
さ
れ
た
ア
ニ
メ
『
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
』

で
用
い
ら
れ
た
無
国
籍
方
言
は
、
特
定
の
地
域
に
結
び
つ
か
な
い
架
空
の
言

葉
が
、
抽
象
化
さ
れ
た
「
方
言
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で

象
徴
的
で
あ
る（

６
）。

　

今
日
で
も
そ
の
傾
向
は
あ
る
が
、
近
代
に
お
け
る
標
準
語
と
は
教
室
空
間

で
使
用
さ
れ
る
特
殊
な
言
葉
で
あ
り
、
日
常
の
生
活
言
葉
と
は
掛
け
離
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
先
の
校
長
の
発
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
標
準
語
を
「
一
種
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の
文
章
語
と
し
か
思
っ
て
い
な
い
」
学
生
が
多
か
っ
た
の
も
、
無
理
か
ら
ぬ

こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
地
域
に
お
い
て
、
調
査
者
と
同
様
に
異
人
の
言
葉
を
話
し
て
い
た

の
は
、
学
校
の
教
員
た
ち
で
あ
る
。
た
だ
し
、
調
査
者
と
違
う
の
は
、
教
員

が
異
人
の
言
葉
を
話
し
た
の
は
、
学
校
と
い
う
空
間
、
就
中
、
生
徒
と
接
す

る
教
室
に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
異
人
の
言
葉
を
、
彼
ら
は
教
育

者
と
し
て
話
し
、
生
徒
た
ち
に
も
話
さ
せ
た
。

　

次
に『
佐
渡
島
昔
話
集
』（
昭
和
十
七
年
、三
省
堂
）巻
末
の「
佐
渡
探
訪
記
」

の
一
節
を
引
用
す
る
。

　

私
の
友
人
で
、
畑
野
の
農
学
校
の
先
生
を
し
て
ゐ
る
長
谷
川
眞
一
君

の
話
で
は
、
女
生
徒
だ
と
「
サ
ー
ス
」「
セ
ー
ス
」
と
尻
上
り
に
や
さ
し

く
云
ふ
さ
う
で
あ
る
。
小
學
校
の
話
し
方
の
時
間
で
は
、
先
生
の
話
に

は
サ
ソ
を
継
が
な
い
。
子
供
同
志
マ
マ

の
時
は
サ
ソ
を
継
ぐ
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、「
サ
ー
ス
」「
セ
ー
ス
」
は
昔
話
の
相
槌
と
し
て
知
ら

れ
る
言
葉
で
あ
り
、「
サ
ソ
を
継
ぐ
」
と
い
う
の
は
「
相
槌
を
う
つ
」
の
意

味
で
あ
る
。
棠
三
の
注
に
よ
る
と
「
左
様
と
云
ふ
意
味
」
だ
と
か
。
右
の
記

述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
サ
ソ
」
を
継
い
だ
の
は
昔
話
伝
承
の
場
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
引
用
文
の
前
に
は
、
日
常
会
話
に
お
い
て
も
「
サ
ソ
」
の

継
が
れ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
話
し
方
」
の
時
間
に
も
「
サ

ソ
」
は
継
が
れ
て
い
た
。

　

興
味
深
い
の
は
、「
サ
ソ
」
が
継
が
れ
た
の
は
、
生
徒
同
士
で
の
話
の
場

合
に
限
定
さ
れ
、
先
生
の
話
で
は
継
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
生
徒
た
ち
は
「
サ
ソ
」
を
継
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
継
げ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。「
サ
ソ
」
を
継
ぐ
に
は
、
方
言
の
間4

が
必
要
で
あ
る
。

非
日
常
の
言
葉
で
あ
る
標
準
語
を
前
に
し
て
は
「
サ
ソ
」
を
継
ぐ
タ
イ
ミ
ン

グ
が
測
れ
な
か
っ
た
、
そ
う
判
断
し
て
過
つ
ま
い
。
一
方
、
こ
の
時
点
で
の

生
徒
ら
が
標
準
語
を
話
せ
た
と
は
思
え
ず
（
よ
し
、「
話
し
方
」
の
時
間
に

指
導
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
）、
方
言
の
間4

を
保
っ
て
い
た
と
お

ぼ
し
い
。
だ
か
ら
「
サ
ソ
」
を
継
げ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
も
遠
い
よ
う
な
話
で
あ
る
。
方
言
が
「
マ
イ
ナ
ー
な
言
葉
」
に
な
っ

た
現
在
、
教
室
言
葉
に
「
サ
ソ
」
を
継
ぐ
子
供
は
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
川
越
の
翻
訳
家
た
ち
　

　

先
に
紹
介
し
た
の
は
「
話
し
方
」
の
時
間
の
風
景
で
あ
っ
た
が
、
棠
三
の

昔
話
採
集
は
「
綴
り
方
」
の
時
間
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
点
は
強
調
さ
れ
て

然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
川
越
地

方
の
調
査
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、『
川
越
地
方
昔
話
集
』（
昭
和
十
二
年
、
民
間
伝
承
の
会
）
と
『
武

蔵
川
越
昔
話
集
』（
昭
和
五
十
年
、
岩
崎
美
術
社
）
の
関
係
を
確
認
す
る（

７
）。

　
『
川
越
地
方
昔
話
集
』
は
、
埼
玉
県
立
川
越
高
等
女
学
校
の
生
徒
が
、
昭

和
十
一
年
末
か
ら
翌
十
二
年
に
か
け
て
の
冬
期
休
暇
の
宿
題
と
し
て
提
出

し
た
原
稿
に
も
と
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
。
し
か
し
、
主
要
な
部
分
の
み
を
記

述
す
る
手
法（
当
時
は「
乙
式
調
査
」と
称
さ
れ
た
）を
採
っ
て
い
る
た
め
に
、
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話
の
多
く
は
解
題
的
な
筆
遣
い
で
採
録
さ
れ
て
い
る（

８
）。

　

そ
の
お
り
に
生
徒
た
ち
の
書
い
た
原
稿
は
、
永
ら
く
関
敬
吾
の
も
と
に
預

け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
戦
後
に
な
っ
て
刊
行
し
た
の
が
『
武
蔵
川
越
昔
話

集
』
で
あ
る
。
編
纂
に
は
野
村
純
一
が
当
た
っ
た
。
つ
ま
り
、
原
資
料
た
る

『
武
蔵
川
越
昔
話
集
』
を
『
川
越
地
方
昔
話
集
』
の
前
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、

棠
三
の
昔
話
編
集
の
様
子
が
わ
か
る
の
で
あ
る（

９
）。

　
『
武
蔵
川
越
昔
話
集
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
口
承
資
料
の
文
字
化
に
頭
を

悩
ま
せ
る
生
徒
た
ち
の
姿
が
う
か
が
え
て
微
笑
ま
し
い
。
方
言
で
聞
い
た
で

あ
ろ
う
昔
話
を
、
あ
る
生
徒
は
標
準
語
で
書
き
、
あ
る
生
徒
は
方
言
で
書
き
、

あ
る
生
徒
は
標
準
語
と
方
言
の
折
衷
体
で
書
い
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
書
き
言
葉
と
し
て
の
方
言
が
創
出
さ
れ
な
か
っ
た
以
上
、
彼

女
ら
が
書
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
擬
似
方
言
で
あ
っ
た
。
標
準
語
の
綴
り

方
に
は
教
科
書
は
あ
る
が
、
方
言
に
は
あ
る
は
ず
も
な
く
、
自
分
た
ち
で
文

体
を
考
案
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
母
語
で
あ
る
方
言
の
語
り
を
文
章
化
す
る
試

み
は
、
自
身
の
文
化
を
異
化
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
を
文
体
の
面
か
ら
大
別
す
る
と
、
次
の
四
種
に
分
類
さ
れ
る
。

　
　

（1）
全
体
に
方
言
を
ち
り
ば
め
た
口
語
体

　
　

（2）
随
所
に
方
言
を
使
用
し
て
い
る
が
、
全
体
は
標
準
語

　
　

（3）
一
話
の
最
初
と
最
後
の
文
の
み
口
語
体
で
、
あ
と
は
標
準
語

　
　

（4）
全
編
、
標
準
語

　

具
体
例
と
し
て
、『
武
蔵
川
越
昔
話
集
』
所
収
の
三
話
の
「
た
の
き
ゅ
う
」

を
挙
げ
る
。

　

最
初
の
話
の
報
告
者
は
、
細
野
愛
子
嬢
（
二
年
）。
話
者
は
細
野
嬢
の
母

で
あ
る
。

　

昔
む
か
し
あ
る
所
に
九
平
と
い
う
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
九
平
さ

ん
は
村
の
若
い
人
た
ち
の
組
織
し
て
い
る
村
芝
居
の
役
者
連
の
中
の
一

人
で
し
た
。
そ
し
て
ま
た
九
平
さ
ん
は
大
変
な
孝
行
者
で
し
た
。
九
平

さ
ん
に
は
一
人
の
年
老
い
た
母
が
い
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
る
年
の
お
祭

り
に
山
一
つ
向
う
の
村
へ
お
芝
居
を
し
に
行
き
ま
し
た
。

　

以
下
、
話
の
末
尾
ま
で
こ
の
調
子
で
続
く
。
細
野
嬢
の
文
章
は
綺
麗
な
標

準
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
文
体
は
明
晰
で
、
少
し
も
淀
む
と
こ
ろ
が
な
い
。

同
時
代
の
童
話
作
家
た
ち
の
作
品
と
較
べ
て
も
、
遜
色
の
な
い
仕
上
が
り
と

な
っ
て
い
る
。
反
面
、
筋
を
追
う
ぶ
ん
に
は
明
瞭
で
よ
い
が
、
方
言
の
も
つ

妙
味
は
な
い
。
結
句
も
「
め
で
た
し
、
め
で
た
し
」
と
童
話
風
で
あ
る
。
彼

女
は
方
言
を
標
準
語
に
翻
訳
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翻
訳
は
な

か
な
か
に
見
事
で
あ
っ
た
。

　

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
細
野
嬢
の
行
な
っ
た
作
業
は
、
川
越
女
学
校
の
生

徒
全
員
が
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
口
承
資
料
を
文
字
化
す

る
過
程
で
、
方
言
を
標
準
語
に
翻
訳
し
た
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
全
編
を

方
言
で
書
こ
う
と
し
た
生
徒
も
い
る
が
、
そ
れ
で
も
標
準
語
と
の
関
わ
り
を

断
つ
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二
話
目
の
報
告
者
は
、
石
倉
さ
と
子
嬢
（
一
年
）。
話
者
名
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
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あ
る
所
に
田
の
倉
久
助
さ
ん
と
い
う
大
変
孝
行
の
人
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
の
家
は
小
さ
な
お
百
姓
で
（
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
み
ん
な
の
家

の
よ
う
に
大
尽
で
な
い
、
小
作
と
い
う
て
人
様
の
畑
を
借
り
て
作
っ
て
、

そ
し
て
働
い
て
食
べ
て
行
く
の
で
す
）、
そ
し
て
お
と
っ
さ
ん
は
早
く
死

ん
で
お
っ
か
さ
ん
と
久
助
さ
ん
の
二
人
き
り
で
し
た
。
こ
の
久
助
さ
ん
、

毎
日
、
よ
く
働
い
て
、
お
っ
か
さ
ん
に
う
ん
ま
い
も
の
を
食
べ
さ
せ
る

よ
う
に
し
て
、
大
事
に
大
事
に
し
ま
し
た
が
、
久
助
さ
ん
は
小
さ
い
時

か
ら
神
楽
や
芝
居
を
見
る
の
が
大
好
き
で
し
た
。

　

石
倉
嬢
の
文
章
は
、
標
準
語
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
も
、
随
所
に
方
言
を
取

り
込
ん
だ
折
衷
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
で
引
用
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
と
く
に
会
話
の
部
分
に
方
言
の
語
り
口
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

が
意
図
的
な
も
の
か
無
意
識
に
そ
う
な
っ
た
も
の
か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
前
者

で
あ
る
と
し
た
ら
、
彼
女
の
文
体
創
出
は
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。『
武
蔵

川
越
昔
話
集
』
の
実
質
的
な
編
纂
者
で
あ
る
野
村
純
一
も
「
語
り
口
は
抜
群
」

「
土
地
の
言
葉
が
よ
く
判
る
」
と
評
し
て
い
る
。

　

最
後
の
話
の
報
告
者
は
、
佐
藤
ま
ち
嬢
（
学
年
不
明
）。
話
者
は
高
橋
右

衛
門
と
い
う
当
時
八
十
七
歳
の
老
翁
で
、
栃
木
県
の
人
と
い
う
。

　

お
れ
が
話
も
聞
く
っ
こ
よ
。

　

あ
る
百
姓
家
で
貧
乏
な
家
が
あ
っ
た
ん
だ
と
。
そ
ー
し
た
ら
な
、
そ
こ

の
家
は
貧
乏
な
、お
ま
ん
ま
（
ご
飯
）
も
食
え
ね
よ
う
な
ん
だ
か
ん
な

4

4

4

（
相

手
の
同
意
を
え
る
た
め
念
を
お
す
こ
と
ば
）。
ふ
う
（
そ
う
）
だ
け
ん
ど

だ
が
よ
、
そ
こ
の
家
は
、
お
っ
か
や
ん
と
安
兵
衛
ち
息
で
よ
。
安
兵
衛

は
毎ま

え
ん
ち日

毎
日
山
へ
木
取
り
に
行え

っ
て
は
、
お
羽
黒
山
を
越
え
て
隣
村
へ

木
を
売
り
に
行え

ぐ
ん
だ
ち
け
ど
。

　

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
全
編
に
わ
た
っ
て
方
言
が
用
い
ら
れ
、
標
準

語
は
最
後
ま
で
顔
を
出
さ
な
い
。
カ
ッ
コ
内
に
方
言
の
訳
を
つ
け
た
り
、
ル

ビ
の
部
分
に
方
言
の
読
み
を
記
し
た
り
と
、
工
夫
も
な
さ
れ
て
い
て
、
今
日

の
資
料
報
告
を
読
む
よ
う
な
感
が
あ
る
。
佐
藤
嬢
と
語
り
手
の
高
橋
翁
の
関

係
は
不
明
で
あ
る
が
、
栃
木
弁
と
い
う
異
郷
の
言
葉
で
の
語
り
が
、
方
言
に

対
す
る
意
識
を
明
敏
化
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

他
方
、
佐
藤
嬢
の
文
章
か
ら
は
、
方
言
を
記
述
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を

指
摘
で
き
よ
う
。
彼
女
が
カ
ッ
コ
で
注
を
つ
け
た
の
は
、
読
み
手
で
あ
る
棠

三
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
標
準
語
に
頼
ら
な
け

れ
ば
、意
味
内
容
を
伝
達
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
書
く
」行
為
と
方
言
と
は
、

ど
こ
ま
で
も
相
性
が
悪
い
も
の
で
あ
っ
た

）
（（
（

。

三
、
昔
話
の
書
き
手
　

　

先
ほ
ど
、方
言
で
書
か
れ
た
文
章
に
対
し
て
「
読
み
手
」
と
い
う
語
を
使
っ

た
が
、
思
え
ば
、
こ
れ
も
近
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
。

　

方
言
に
関
心
を
も
つ
学
者
や
好
事
家
は
近
世
期
か
ら
お
り
、
い
ろ
い
ろ
興

味
深
い
資
料
を
遺
し
て
く
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
単
語
レ
ベ
ル
、
長
く

て
も
セ
ン
テ
ン
ス
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
方
言
で
ま
と
ま
っ
た
文
章



191

〈声〉の採集者列伝・鈴木棠三

を
書
く
こ
と
自
体
が
空
前
の
試
み
で
あ
る
の
に
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
を
読
む

と
い
う
の
は
、
一
種
、
曲
芸
的
な
営
み
で
あ
っ
た
。

　

一
般
的
に
い
っ
て
、
方
言
を
忠
実
に
文
字
化
し
た
と
さ
れ
る
文
章
は
、
他

地
域
の
人
間
は
も
と
よ
り
、
地
元
の
人
間
に
と
っ
て
も
読
み
に
く
い
。
方
言

と
は
、
話
す
／
聞
く
も
の
で
あ
っ
て
、
書
く
／
読
む
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
川
越
の
翻
訳
家
た
ち
も
、
自
身
の
言
葉
が
、
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

意
味
の
と
れ
な
い
記
号
に
化
し
て
い
く
の
を
、
不
思
議
に
眺
め
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。

　

先
に
紹
介
し
た
、
細
野
・
石
倉
・
佐
藤
嬢
の
報
告
は
、
教
員
を
通
し
て

棠
三
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
原
資
料
で
あ
る
。
で
は
、『
川
越
地
方
昔
話
集
』

に
お
い
て
同
話
型
は
、
ど
の
よ
う
に
編
集
さ
れ
た
の
か
。
次
に
引
用
す
る
の

は
『
川
越
地
方
昔
話
集
』
所
収
「
た
の
き
ゆ
う
」
の
全
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

五
三　

た
の
き
ゆ
う

　

全
国
的
に
あ
る
話
で
、
落
語
に
も
あ
る
。
今
度
も
四
篇
集
ま
つ
た
。
孝

行
息
子
の
名
を
狸
の
九
平
、
田
の
倉
久
助
、
安
兵
衛
な
ど
ゝ
云
つ
て
ゐ

る
。
安
兵
衛
も
大
蛸
の
前
で
助
け
て
く
れ
と
云
ふ
の
を
云
ひ
そ
こ
な
つ

て
、「
た
ゝ
た
の
き
ゆ
う
」
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
筋
は
ど
れ
も

同
じ
だ
か
ら
挙
げ
な
い
。

　

大
量
の
資
料
を
処
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、「
筋

は
ど
れ
も
同
じ
だ
か
ら
挙
げ
な
い
」
と
は
何
と
も
つ
れ
な
い
。
乙
式
調
査
を

採
用
し
た
棠
三
の
関
心
は
、
昔
話
の
表
現
よ
り
も
、
内
容
の
ほ
う
に
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。『
く
っ
た
ん
じ
じ
い
の
話
』（
昭
和
三
十
三
年
、未
来
社
）の「
は

し
が
き
」
に
も
「
昔
話
の
全
体
を
方
言
で
書
く
こ
と
に
は
、
私
は
全
面
的
に

は
賛
成
で
は
な
い
。
話
し
方
の
急
所
が
大
切
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
、
当
時

も
今
も
変
っ
て
い
な
い
」
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
棠
三
の
昔
話
叙
述
観
の
形
成
に
は
、
柳
田
國
男
の
影
響
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
昔
話
を
コ
ト
バ
、
伝
説
を
コ
ト
と
定
義
し
て
い
た
柳

田
は
、
そ
の
実
、
昔
話
を
コ
ト
バ
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

綴
り
方
の
時
間
に
採
集
し
た
昔
話
に
、
棠
三
は
何
を
期
待
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
。次
に
引
用
す
る
の
は『
し
ゃ
み
し
ゃ
っ
き
り
』の
跋
文
に
相
当
す
る「
上

宝
村
淹
留
記
」
の
一
節
で
あ
る
。

（
…
…
前
略
）
一
般
の
子
供
達
は
、
聞
き
手
で
あ
っ
て
話
し
手
で
は
な
く
、

ま
し
て
書
き
手
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
話
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ

を
書
く
根
気
と
自
信
を
持
た
な
か
っ
た
り
、
時
間
の
終
り
さ
え
く
れ
ば
、

そ
の
ま
ま
し
ゃ
み
し
ゃ
っ
き
り
と
片
付
け
て
し
ま
う
な
ど
、
無
邪
気
な

る
無
責
任
の
氾
濫
で
あ
る
。

　
「
書
き
手
」
と
は
言
い
得
て
妙
で
あ
る
が
、昔
話
を
「
書
く
」
と
い
う
の
は
、

当
時
の
調
査
者
の
基
本
的
な
身
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
代
、
昔
話
は
二
度
―
―
最
初
は
フ
ィ
ー
ル
ド
で
調
査
ノ
ー
ト
に
、

次
は
机
上
で
原
稿
に
清
書
す
る
際
に
―
―
書
か
れ
た
。
そ
の
間
に
行
な
わ

れ
る
の
が
、
翻
訳
作
業
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
生
徒
に
要
求
す
る
の
は
無
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理
な
話
で
あ
る
。
し
か
も
、右
に
引
用
し
た
『
し
ゃ
み
し
ゃ
っ
き
り
』
の
「
書

き
手
」
は
小
学
生
、
川
越
女
学
校
の
生
徒
た
ち
と
は
異
な
り
、
標
準
語
の
綴

り
方
す
ら
習
得
中
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
て
、
棠
三
は
良
い
昔
話
の
「
書
き
手
」
で
あ
っ
た
。
次
に
引
用
す

る
の
は
、『
く
っ
た
ん
じ
じ
い
の
話
』
の
跋
文
に
相
当
す
る
「
く
っ
た
ん
爺

の
こ
と
」
で
あ
る
。

　

速
記
術
を
知
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
も
、
採
集
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の

重
大
な
欠
点
で
あ
る
が
、
速
記
で
な
く
と
も
、
今
少
し
早
い
速
度
で
筆

記
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
く
っ
た
ん
爺
は
、
お
前
さ

ま
が
書
く
の
で
話
し
に
く
い
と
何
度
も
言
っ
て
い
た
が
、
次
の
日
か
ら

は
書
か
せ
る
こ
と
に
馴
れ
た
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
あ
べ
こ
べ
に
、

私
が
筆
記
を
怠
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
、
書
い
て
お
い
て
く
れ
と
注

文
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

調
査
の
場
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
身
ぶ
り
が
、
話
者
の
語
り

に
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る

）
（（
（

。
機
材
が
い
か
に
進
歩
し
よ
う
と
も
、
聞
き
書
き
を
手
法
と
す
る
以
上

は
、
棠
三
の
指
摘
は
今
日
で
も
通
ず
る
。
私
の
乏
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

経
験
を
振
り
返
っ
て
も
、
話
を
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
を
話
者
が
意
識
す
る

場
面
に
幾
度
も
あ
っ
た
。

　

速
記
に
関
す
る
指
摘
は
明
ら
か
に
岩
倉
市
郎
を
意
識
し
て
い
る
。
棠
三
は

お
り
に
ふ
れ
て
速
記
に
関
す
る
発
言
を
し
て
い
る
が
、
次
に
引
用
す
る
の

は
、『
佐
渡
島
昔
話
集
』
の
「
序
」
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
記
録
の
方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
採
集
当
時
出
来
る
だ
け

話
さ
れ
る
言
葉
に
よ
る
筆
記
を
第
一
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
言
ふ
迄
も

な
く
、
話
者
達
は
筆
記
者
の
鉛
筆
の
先
に
気
を
配
ら
ず
に
は
居
ら
れ
ず
、

そ
の
た
め
に
、
若
干
は
文
章
的
な
話
し
方
に
な
っ
た
箇
所
も
あ
っ
た
ら

う
が
、
こ
れ
は
速
記
の
場
合
に
あ
っ
て
も
同
様
免
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
は
な

い
か
と
思
ふ
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
岩
倉
市
郎
も
立
項
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

検
討
は
そ
ち
ら
の
担
当
者
に
譲
る
が
、
は
た
し
て
速
記
に
よ
っ
て
、
話
し
口
・

語
り
口
を
再
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
速
記
記
号
を
文
章
化
す
る

こ
と
を
「
翻
訳
」
と
い
う
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は
意
訳
で
あ
っ
て
、
お
の
ず
と

速
記
者
の
解
釈
が
入
る

）
（（
（

。

　

文
章
化
に
際
し
て
の
解
釈
は
、速
記
を
使
お
う
と
使
う
ま
い
と
、調
査
ノ
ー

ト
か
ら
語
り
を
復
元
す
る
際
―
―
す
な
わ
ち
、
昔
話
が
二
度
目
に
書
か
れ

る
と
き
に
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
も
い
わ
ば
「
翻
訳
」
で
あ
る
。

　

右
に
紹
介
し
た
『
佐
渡
島
昔
話
集
』
に
は
、木
下
順
二
の
民
話
劇
「
夕
鶴
」

の
原
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
流
麗
な
佐
渡
方
言
は
、

棠
三
が
い
う
よ
う
に
「
話
さ
れ
る
言
葉
に
よ
る
筆
記
を
第
一
」
に
し
た
に
せ

よ
、
や
は
り
「
翻
訳
」
の
賜
物
で
あ
っ
た
ろ
う

）
（（
（

。
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〈声〉の採集者列伝・鈴木棠三

お
わ
り
に
―
―
資
料
集
の
時
代
の
終
焉
―
―

　

声
と
文
字
の
間
に
あ
る
溝
を
い
か
に
埋
め
る
か
に
、
先
学
は
苦
心
し
て
き

た
。
鈴
木
棠
三
も
そ
の
一
人
で
あ
る
し
、
川
越
女
学
校
の
生
徒
た
ち
も
同
様

で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
録
音
器
材
が
発
達
し
た
今
日
、
こ
の
問
題
は
解
決
で
き
た
の

か
と
い
う
と
、
と
て
も
そ
う
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
溝
は
い
っ
そ
う
深
く

広
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
吉
沢
和
夫
は
「
テ
ー
プ
に

記
録
さ
れ
た
音
を
ま
こ
と
に
忠
実
に
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
」
資
料
集
に
採
録

さ
れ
た
自
分
の
語
り
を
読
ん
だ

4

4

4

話
者
が
「
私
は
こ
ん
な
昔
語
り
を
し
た
覚
え

は
な
い
」
と
こ
ぼ
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

書
き
言
葉
の
と
お
り
に
話
す
こ
と
が
不
自
然
な
よ
う
に
、
話
し
言
葉
の

と
お
り
に
書
く
こ
と
も
ま
た
、
不
自
然
な
営
み
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

方
言
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
挙
句
に
生
じ
た
意
味
の
と
れ
ぬ
文
字
列
に
い

た
っ
て
は
、
言
葉
と
す
ら
呼
べ
な
い
。
所
詮
、
紙
上
に
記
録
さ
れ
た
「
昔
話
」

は
み
な
二
次
資
料
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
技
術
の
進
歩
は
こ
う
し
た
難
点
も
克
服
し
つ
つ
あ
る
。

Ｃ
Ｄ
が
廉
価
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
大
量
の
音
声
情
報

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
い
て
は
、
話
者
の
声
を
一
次
資

料
と
し
て
、
利
用
者
の
手
元
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
権
利
問
題
さ
え
ク

リ
ア
で
き
れ
ば
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
話
者
の
声
を
ア
ッ
プ
し
た
口
承
資
料

集
を
つ
く
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
今
後
は
、
こ
の
方
面
へ
の
取
り
組
み
が

肝
要
と
な
る
。

　

遠
か
ら
ず
、
口
承
資
料
を
文
字
化
す
る
こ
と
に
意
味
を
見
い
だ
せ
な
い
時

代
が
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
、
こ
の
学
問
の
主
要
な
位
置
を
占
め
て

い
た
、
資
料
の
翻
字
と
い
う
事
業
は
役
割
を
終
え
つ
つ
あ
る
。
資
料
集
の
時

代
の
終
焉
に
向
け
て
の
一
里
塚
―
―
私
は
、
今
次
の
特
集
を
そ
う
位
置
づ

け
て
い
る
。

註（
１
）	

野
村
純
一
「
昔
話
・
語
り
手
・
言
葉
」『
伝
承
文
学
研
究
の
方
法
』

平
成
十
七
年　

岩
田
書
院

（
２
）	

鈴
木
棠
三
の
自
筆
年
譜
『
薮
柑
子
集
』
は
『
國
學
院
大
學
近
世
文
学

会
会
報
』
第
十
三
号
（
平
成
十
九
年
）
に
全
文
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）	『
く
っ
た
ん
じ
じ
い
の
話
』「
は
し
が
き
」
に
あ
る
表
現
。

（
４
）	

地
域
の
学
校
教
員
が
担
っ
た
役
割
の
具
体
例
が
、
棠
三
の
川
越
調
査

に
協
力
し
た
山
田
勝
利
の
「
編
者
ノ
ー
ト
」（『
武
蔵
川
越
昔
話
集
』

所
収
）
に
あ
る
。

　
　
　

川
越
高
等
女
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
山
田
は
、
國
學
院
大
學
在
籍

中
に
柳
田
國
男
と
知
遇
を
得
て
、
民
間
伝
承
の
会
に
所
属
。
棠
三
の

調
査
以
前
に
、
同
女
学
校
の
生
徒
八
百
人
を
対
象
に
伝
説
の
採
集
を

行
な
っ
て
い
る
。

（
５
）	
以
下
の
文
章
は
、
野
村
純
一
も
『
柳
田
國
男
未
採
択
昔
話
聚
稿
』（
平

成
十
四
年　

瑞
木
書
房
）「
解
題
」
で
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

当
時
の
講
演
童
話
家
の
活
動
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）	

無
国
籍
方
言
の
誕
生
は
、
日
本
語
学
の
分
野
で
近
年
話
題
に
な
っ
て
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い
る
「
役
割
語
」
の
問
題
と
も
関
わ
る
。
役
割
語
に
つ
い
て
は
、
提

唱
者
で
あ
る
金
水
敏
の
『
ヴ
ァ
チ
ャ
ー
ル
日
本
語　

役
割
語
の
謎
』

（
平
成
十
五
年
、
岩
波
書
店
）
参
照
。

（
７
）	
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
は
『
武
蔵
川
越
昔
話
集
』「
序
」
に
詳
し
い
。

（
８
）『
武
蔵
川
越
昔
話
集
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
乙
式
は
、
全
体
と
し
て
は
録
音
的
に
記
録
す
る
必
要
を
認
め
な

い
が
、
部
分
的
に
貴
重
な
資
料
と
な
り
う
る
話
の
場
合
、
主
要
な

部
分
だ
け
を
忠
実
に
再
現
し
、
そ
の
他
の
部
分
は
筋
を
逐
う
に
止

め
る
行
き
方
で
、
実
際
に
は
話
者
の
ほ
う
で
こ
の
よ
う
な
話
し
方

を
す
る
場
合
が
往
々
に
あ
る
。

（
９
）	

他
に
、
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
公
表
を
見
送
ら
れ
た
資
料
群
が
あ
り
、

そ
れ
ら
は
『
柳
田
國
男
未
採
択
昔
話
聚
稿
』（
前
記
）
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

（
10
）	

秋
山
晴
子
「『
川
越
地
方
昔
話
集
』
の
追
跡
調
査
」『
昔
話
―
―
研

究
と
資
料
―
―
』
第
二
号
（
昭
和
四
十
八
年
）
は
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
の
普
及
し
た
時
期
に
行
な
わ
れ
た
追
跡
調
査
報
告
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
調
査
者
を
意
識
し
た
語
り
口
に
な
っ
て
い
る
。

（
11
）	

詳
し
く
は
、
飯
倉
義
之
「
採
訪
の
技
術
史
―
―
國
學
院
大
學
学
生

研
究
会　

口
承
文
芸
採
訪
の
五
〇
年
―
―
」（『
学
生
研
究
会
に
よ
る

昔
話
研
究
の
50
年
』
平
成
十
七
年　

國
學
院
大
學
説
話
研
究
会　

民

俗
文
学
研
究
会　

Ｏ
Ｂ
有
志
）
参
照
。

（
12
）	

速
記
者
の
翻
字
と
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
谷
川
恵
一
が
明
治
期

の
裁
判
の
傍
聴
記
録
と
新
聞
記
事
を
例
に
論
じ
て
い
る
（『
言
葉
の

ゆ
く
え
』
平
成
五
年　

平
凡
社
）。
な
お
、
同
論
考
は
榊
祐
一
氏
の

ご
教
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
。

（
13
）	「
夕
鶴
」
で
は
、
主
人
公
「
つ
う
」
の
台
詞
に
は
標
準
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
人
物
の
台
詞
に
は
東
西
の
方
言
を
混
淆
し

た
無
国
籍
方
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
こ
れ
が
意
図
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
木
下
順
二
自
身
が

『
戯
曲
の
日
本
語
』（
昭
和
五
十
七
年　

中
央
公
論
社
）
で
述
懐
し
て

い
る
。

（
14
）	

吉
沢
和
夫
『
民
話
の
心
と
現
代
』
平
成
七
年　

白
水
社

　

※
な
お
、
鈴
木
棠
三
の
人
と
学
問
に
つ
い
て
は
、
近
刊
の
『
國
學
院

大
學
近
世
文
学
会
会
報
』
第
十
三
号
に
「
鈴
木
棠
三
特
集
」
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
そ
ち
ら
も
参
照

さ
れ
た
い
。

（
い
と
う
・
り
ょ
う
へ
い
／
台
湾
・
南
台
科
技
大
学
）


