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女
史
の
経
済
的
独
立
と
母
性
保
護
問
題
と
に
つ
い
て
、
平
塚
雷
鳥
さ
ん
と

私
と
の
間
に
端はし
な
く
も
意
見
の
相
異
を
見
た
の
に
対
し
て
、
平
塚
さ
ん
か
ら

は
、
再
び 
辛  
辣 
し
ん
ら
つ

な 

反  

駁 

は
ん
ば
く

を
寄
せ
ら
れ
、
山 

川 

菊 

栄 

や
ま
か
わ
き
く
え

さ
ん
と
山
田
わ
か

子
さ
ん
の
お
二
人
か
ら
は
、  

鄭    

重  

て
い
ち
ょ
う

な
批
評
を
書
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

私
は
何
よ
り
も
先
ず
三
氏
の
御
厚
意
に
対
し
て
十
分
の
感
謝
を
捧
げ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
三
氏
の
よ
う
な
豊
富
な
学
殖
を
持
た
ず
、
三
氏
の
よ
う
な
博
詞

宏
弁
を
能よ
く
し
得
な
い
鈍
根
な
私
の
書
い
た
も
の
が
、
偶
〻
《
た
ま
た
ま
》

三
氏
の
お
目
に
触
れ
た
と
い
う
だ
け
で
も
、
私
に
取
っ
て
は
か
な
り
嬉
し
い

こ
と
で
あ
る
の
に
、
「
唯
だ
看み
て
過
ぎ
よ
」
と
せ
ず
に
、
わ
ざ
わ
ざ
私
の
た

め
に
啓
蒙
の
筆
を
執
っ
て
下
す
っ
た
と
い
う
こ
と
は
真
に
想
い
が
け
な
い
光
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栄
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

　
平
塚
さ
ん
が
日
本
に
お
け
る
女
流
思
想
家
の 

冠  

冕 

か
ん
べ
ん

で
あ
る
こ
と
は
、
女

史
の
言
説
や
行
動
に
服
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
が
遍
あ
ま
ねく
こ
れ
を

認
め
て
お
り
ま
す
。
山
川
、
山
田
二
女
史
に
到
っ
て
は
、
そ
の
出
処
が
平
塚

さ
ん
ほ
ど
に
華
々
し
く
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
卓
抜
な
実
力
が
ま
だ
一
般

世
人
の
注
意
を
惹ひ
く
だ
け
の
機
会
に
達
し
て
い
な
い
の
を
私
は
常
に
遺
憾
に

思
っ
て
い
る
の
で
す
。
教
育
の
世
界
化
に
由
っ
て
、
女
子
の
学
士
を
出い
だ
し
、

更
に
女
子
の
博
士
を
も
出
そ
う
と
し
て
い
る
日
本
に
、
聡
慧
篤
実
な
新
進
女

子
の
次
第
に
殖
え
て
行
く
べ
き
こ
と
は
予
見
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
女
子

の
先
駆
と
し
て
大
き
な 

炬  

火 

た
い
ま
つ

を
執
る
一
群
の
星
の
中
に
、
特
に 

鼎  

足 

て
い
そ
く

の

形
を
成
し
な
が
ら
光
芒
の
雄
偉
を
競
う
も
の
は
こ
れ
ら
の
三
女
史
で
あ
る
と
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信
じ
ま
す
。
私
は
誇
張
で
な
く
、
真
実
を
述
べ
る
こ
と
の
正
し
さ
に
お
い
て

い
い
ま
す
。
三
女
史
の
如
き
は
女
流
小
説
家
の 

翹  

楚 

ぎ
ょ
う
そ

で
あ
る
某
々
女
史
た

ち
や
、
婦
人
理
学
士
の
第
一
着
者
で
あ
る
某
々
女
史
た
ち
と
共
に
、
確
か
に

我
国
婦
人
界
の
宝
の
人
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
否
、
む
し
ろ
現
在
の
日
本
の

状
態
で
は
、
生
き
た
新
し
い
国
宝
と
称
す
べ
き
女
史
た
ち
で
あ
る
と
さ
え
思

い
ま
す
。
私
の
望
む
こ
と
は
、
社
会
が
こ
れ
ら
の
三
女
史
に
対
す
る
従
来
の

冷
淡
な
待
遇
を
改
め
て
、
出
来
る
だ
け
三
女
史
の
た
め
に
、
そ
の
能
力
を
僻
ひ
が

ま
ず
、
枉ま
げ
ず
、
自
由
に
発
揮
す
る
こ
と
の
出
来
る
機
会
を
与
え
、
社
会
も

ま
た
出
来
る
だ
け
三
女
史
の
意
見
に
聞
い
て
そ
れ
を
利
用
し
て
欲
し
い
と
思

う
こ
と
で
す
。
三
女
史
の
自
己
主
張
の
た
め
に
は
勿
論
、
社
会
の
幸
福
に
資

す
る
人
物
経
済
の
上
か
ら
も
こ
れ
を
望
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
か
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ら
、
た
と
い
私
の
書
い
た
物
は
粗
末
で
あ
っ
て
も
、
偶
〻
三
女
史
の
識
見
を

引
出
し
て
社
会
の
耳
目
を
集
め
る
機
縁
を
一
つ
殖ふや
し
た
こ
と
に
つ
い
て
自
ら

喜
ぼ
う
と
思
い
ま
す
。

　
無
名
氏
の
手
紙
は
、
私
が
今
、
三
女
史
の
包
囲
攻
撃
の
中
に
陥
っ
て
い
る

こ
と
を
気
附
か
ず
に
い
る
か
と
言
っ
て
注
意
さ
れ
ま
し
た
。
如
何
に
も
私
は

自
分
を
論
争
の
十
字
火
の
下
に
暴
露
し
て
立
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。

私
は
論
争
を
好
ま
な
い
者
で
す
。
ま
た
論
争
に
習
わ
な
い
者
で
す
。
け
れ
ど

も
必
要
の
た
め
の
論
争
は
辞
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
三
女

史
に
対
し
て
捧
げ
て
い
る
前
述
の
よ
う
な
尊
敬
は
尊
敬
と
し
て
、
た
と
い
三

女
史
の
博
詞
宏
弁
を
以
て
し
て
も
私
の
意
見
の
自
信
を
覆
く
つ
がえ
さ
な
い
限
り
、

私
は
そ
の
十
字
火
を
凌しの
い
で
三
女
史
の
前
に
こ
の
細
小
の
自
己
を
主
張
せ
ね
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ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
は
思
い
ま
す
。
三
女
史
と
私
と
は
決
し
て
目
的
に
お
い
て
は
異
っ
て
い

な
い
の
で
す
。
女
子
の
解
放
と
完
成
　
　
そ
れ
に
由
っ
て
女
子
が
人
類
の
よ﹅

り﹅
高
く
よ﹅
り﹅
善
い
協
同
生
活
の
構
成
に
参
加
す
る
こ
と
　
　
を
目
的
と
し
て

い
る
点
に
つ
い
て
、
全
く
同
一
の
方
向
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
信
じ
ま

す
が
、
そ
の
出
発
点
と
、
歩
度
と
、
歩
む
道
程
と
が
互
に
異
っ
て
い
る
の
で

す
。
中
に
も
殆
ど
同
じ
道
程
を
取
っ
て
い
な
が
ら
、
出
発
点
と
歩
度
と
が
異

っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
山
川
さ
ん
と
私
と
の

距
離
だ
と
思
い
ま
す
。
既
に
方
向
を
同
じ
く
し
て
い
る
以
上
、
三
女
史
も
私

も
互
に
敵
視
す
べ
き
間
柄
で
な
く
、
私
た
ち
は
当まさ
に
力つと
め
て
、
そ
の
共
通
の

目
的
の
上
に
親
み
合
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
い
歩
趨
ほ
す
う
の
間
隔
に
お
い
て
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争
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
一
の
目
的
に
早
く
近
づ
こ
う
と
す
る
た

め
の
競
駆
で
あ
っ
て
、
互
に
長
短
を
交
換
補
償
す
る
利
益
こ
そ
あ
れ
、
恨
を

遺
し
疵きず
を
留とど
む
る
力
争
的
の
行
為
で
な
い
こ
と
を
、
予
め
茲ここ
に
断
っ
て
置
き

ま
す
。
私
た
ち
は
因
習
に
拠
る
頑
強
な
外
敵
を
控
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
常
に
一
致
し
て
当
る
所
の
用
意
を
持
っ
て
お
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
の
与
え
ら
れ
た
紙
数
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。
私
は
出
来
る
だ
け
簡
略
に

し
て
言
い
た
い
だ
け
の
事
を
こ
の
制
限
の
中
に
書
き
並
べ
て
行
こ
う
と
思
い

ま
す
。

　
私
が
女
子
の
経
済
的
独
立
を
主
張
し
て
い
る
の
は
、
古
い
に
し
えの 

希  

臘 

ギ
リ
シ
ャ

の
哲
人

が
「
人
は
理
想
的
に
生
活
す
る
前
に
先
ず
現
実
的
に
生
活
す
る
こ
と
を
要
す
」

と
い
い
、
現
代
伊
太
利

イ
タ
リ
ヤ

の
哲
学
者
ク
ロ
オ
ツ
ェ
が
「
道
徳
性
は
具
体
な
る
も
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の
の
中
に
生
き
、
功
利
に
生
き
て
い
る
…
…
従
っ
て
経
済
的
形
式
と
道
徳
的

形
式
と
は
全
く
分
離
的
に
こ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
は
宜
し
く
な
い
」
と
い
っ

た
意
味
で
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
経
済
が
「
社
会
を
構
成
す
る
凡すべ
て
の
階

級
に
そ
の
精
神
上
の
発
達
の
物
質
的
基
礎
を
充
実
せ
し
む
る
を
以
て
最
重
の

職
分
と
す
る
も
の
」
（
福
田
博
士
）
で
あ
り
、
「
人
間
に
、
他
の
よ﹅
り﹅
高
き

発
達
、
よ﹅
り﹅
貴
き
活
動
を
得
せ
し
め
ん
が
た
め
に
必
要
な
る
物
質
的
基
礎
を

均
等
に
与
え
て
い
る
や
否
や
を
意
味
す
る
も
の
」
（
マ
ア
シ
ャ
ル
氏
）
で
あ

り
、
「
経
済
と
は
、
つ
ま
り
物
質
的
外
界
に
向
け
ら
れ
た
る
人
間
の
行
為
に

し
て
、
人
間
の
欲
望
の
充
足
に
応
ず
る
物
質
的
条
件
を
作
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
の
総
体
」
（  

米
田
庄
太
郎  

よ
ね
だ
し
ょ
う
た
ろ
う
氏
）
で
あ
り
、
「
余
は
人
間
に
向
っ

て
外
部
よ
り
福
を
齎
も
た
らす
物
体
を
総
称
し
て
こ
れ
を
富
と
い
わ
ん
と
欲
す
。
…
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…
人
間
の
体
及
び
心
の
健
全
な
る
発
達
を
助
長
し
、
依よ
っ
て
以
て
、
直
接
間

接
に
人
間
を
ば
道
徳
的
に
向
上
せ
し
む
る
の
作
用
を
為
す
者
は
、
凡
て
こ
れ

を
富
と
い
う
。
こ
の
意
味
の
富
の
充
実
を
計
る
も
の
」
（
河
上
博
士
）
で
あ

る
以
上
、
女
子
に
限
ら
ず
、
経
済
的
独
立
が
何
人
に
も
必
要
で
あ
る
こ
と
は

 

天  

日 

て
ん
じ
つ

を
指
す
の
と
等
し
く
明
か
な
事
実
で
す
。

　
な
ぜ
に
こ
れ
を
特
に
女
子
に
向
っ
て
高
調
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ

と
は
、
既
に
私
に
お
い
て
は
、
こ
の
八
、
九
年
間
に
度
々
繰
返
し
て
述
べ
て

い
る
所
で
す
か
ら
、
今
は
自
説
を
述
べ
る
代
り
に
、
今
春  

長
谷
川
天
渓  

は
せ
が
わ
て
ん
け
い

さ

ん
が
同
じ
問
題
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
一
文
の
中
か
ら
「
自
己
と
現
実
の
世

界
が
何
ら
か
の
関
係
を
保
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
経
済
問
題
が
生
じ
て

来
る
。
私
は
現
在
の
婦
人
界
が
こ
の
方
面
を
閑
却
し
て
は
い
な
い
か
と
思
う
。
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経
済
上
の
独
立
と
い
う
こ
と
は
詰
ら
ぬ
問
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
現
実
の
世

界
が
経
済
的
に
組
織
さ
れ
て
あ
る
間
は
、
こ
れ
を
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
今
の
婦
人
界
の
大
部
分
は
自
己
の
解
放
を
欲
し
つ
つ
あ
る
か
、
あ
る
い

は
解
放
の
喜
悦
を
味
い
つ
つ
あ
る
か
、
こ
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、
ま
だ
経

済
上
の
問
題
に
及
ぶ
こ
と
が
稀
薄
で
あ
る
。
…
…
何
に
拠
り
て
生
き
る
か
。

生
活
の
基
礎
を
ど﹅
の﹅
方
面
に
置
く
か
。
真
に
生
き
て
い
る
よ
う
な
心
を
以
て

朝
を
迎
え
る
に
は
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
。
こ
れ
ら
は
男
女
両
性
に
共

通
の
問
題
で
あ
る
が
、
解
放
さ
れ
た
る
今
日
の
女
性
、
い
わ
ゆ
る
醒さ
め
た
る

女
性
に
取
り
て
は
、
そ
れ
が
一
層
痛
切
に
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず

だ
。
…
…
そ
こ
で
生
の
悦
び
を
味
う
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
生
活
の
基
礎
を
精

神
的
に
、
ま
た
経
済
的
に
確
実
に
す
る
思
索
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
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数
節
を
引
用
し
て
置
き
ま
す
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
条
忠
衛
氏
の
「
男

女
道
徳
論
」
に
も
詳
し
い
主
張
が
あ
り
、
米
田
庄
太
郎
氏
の
「
現
代
の
結
婚
」

と
い
う
論
文
や
、 

山 

脇 

玄 

や
ま
わ
き
げ
ん
博
士
の
い
く
つ
か
の
論
文
に
も
適
切
な
解
説
が

あ
り
ま
す
。

　
私
は
今
更
唯
物
主
義
に
由
っ
て
経
済
一
元
論
な
ど
を
唱
え
る
の
で
な
く
、

以
上
の
よ
う
な
相
対
的
の
意
味
で
経
済
的
独
立
を
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。

山
田
さ
ん
が
こ
れ
を
誤
解
し
て
、
人
間
の
絶
対
の
独
立
を
経
済
的
手
段
に
由

っ
て
私
が
企
画
し
て
い
る
か
の
如
く
攻
撃
せ
ら
れ
た
の
は
、
的
な
き
に
矢
を

放
た
れ
た
も
の
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
上
、
山
田
さ
ん
は
、
人
間
が
果
し
て
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
独
立

す
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
っ
て
、
経
済
的
独
立
の
思
想
及
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び
行
為
を
冷
笑
し
、
「
独
立
と
い
う
美
く
し
そ
う
な
言
葉
に
魅
せ
ら
れ
」
と

か
「
独
立
な
ど
と
い
う
空
想
に
迷
わ
さ
れ
」
と
か
い
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で

す
が
、
こ
れ
は
思
い
が
け
な
い
奇
論
だ
と
思
い
ま
す
。
山
田
さ
ん
ほ
ど
の
人

が
ま﹅
さ﹅
か﹅
「
独
立
」
と
「
孤
立
」
と
の
意
味
を 

混  

淆 

こ
ん
こ
う

さ
れ
る
こ
と
も
な
い

で
し
ょ
う
。
人
類
共
同
の
生
活
と
個
人
独
立
の
生
活
と
が
矛
盾
す
べ
き
も
の

で
な
い
こ
と
は
、
「
人
間
は
そ
れ
自
身
を
目
的
と
し
て
存
在
す
る
者
」
と
し

て
人
格
の
絶
対
尊
貴
を
教
え
た
カ
ン
ト
の
哲
学
に
聴
い
て
も
、
「
修
身
」
を

本
と
し
て
「
治
国
平
天
下
」
に
拡
充
し
、
「
人
を
措
い
て
天
を
思
わ
ば
万
物

の
情
を
失
う
」
（
『 

荀  

子 

じ
ゅ
ん
し

』
）
と
い
い
、
「
人
を
治
む
る
所
以
ゆ
え
ん
を
知
る
は

天
下
国
家
を
治
む
る
所
以
を
知
る
な
り
」
（
『
中
庸
』
）
と
説
い
た
支
那
の

昔
の
哲
人
た
ち
に
聴
い
て
も
明
白
な
道
理
だ
と
思
い
ま
す
。
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近
頃
有 

島 

武 

郎 

あ
り
し
ま
た
け
お

さ
ん
は
「
世
界
の
内
在
的
価
値
は
人
に
由
っ
て
創
造
さ

れ
る
。
…
…
ど
れ
ほ
ど
素
朴
な
自
己
で
あ
っ
て
も
、
自
己
が
あ
る
以
上
は
、

世
界
は
そ
の
人
の
手
に
由
っ
て
新
た
に
創
造
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
…
…
自
己

の
な
い
所
に
世
界
は
な
い
。
民
衆
の
意
識
に
共
通
し
て
少
し
の
出
入
も
な
い

世
界
は
一
つ
も
な
い
。
世
界
を
創
造
す
る
も
の
は
単
位
で
あ
り
、
同
時
に
綜

和
で
あ
る
も
の
は
自
己
だ
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
近
頃 

中  

島  

徳  

蔵 

な
か
じ
ま
と
く
ぞ
う

氏
は
「
今
度
の
戦
争
に
つ
い
て
、
国
家
の
た
め
か
、
主
権
者
の
た
め
か
、
と

問
う
な
ら
、
彼
ら
欧
米
人
は
一
斉
に
　
　
恐
ら
く
独
逸
ド
イ
ツ
を
除
い
て
は
　
　

「
否
、
人
民
の
た
め
、
自
己
自
身
の
た
め
」
と
答
え
る
に  

躊    

躇  

ち
ゅ
う
ち
ょ

し
な
い

で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
柔
順
に
服
従
す
る
こ
と
は
普
通
の
常
識
的
言
明

で
、
実
は
自
我
が
創
造
し
是
認
し
た
権
威
に
自
我
が
服
従
す
る
に
外
な
ら
ぬ
。
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服
従
と
は
一
種
の
自
由
で
あ
る
、
自
我
主
張
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

こ
う
い
う
差
別
の
内
に
平
等
を
抱
き
、
部
分
の
中
に
全
体
を
含
む
そ
れ
自
身

の
発
展
作
用
を
人
生
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
は
共
同
生
活
に
浸
り
な
が
ら
個
人

の
絶
対
独
立
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
相
対
的
な
経
済
的
独
立

は
、
要
す
る
に
悠
久
な
人
間
生
活
の
過
程
に
姑
し
ば
らく
そ
の
絶
対
独
立
の
一
つ
の

因
素
と
な
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
山
田
さ
ん
の
奇
抜
な
独
立
否
定
説
が
必
ず
し
も
確
信
を
持
っ
て
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
証
拠
に
は
、
山
田
さ
ん
は
同
じ
文
章
の
中
で
「
私
た
ち
は

…
…
他
人
か
ら
独
立
を
輔ほ
佐さ
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
も﹅
ち﹅
つ﹅
、
も﹅
た﹅
れ﹅
つ﹅
し
て
生

き
て
行
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
い
、
「
精
神
上
の
独
立
を
保
ち
な
が

ら
充
分
な
る
収
入
を
得
て
い
る
人
も
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
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の
を
見
受
け
ま
す
。
議
論
と
し
て
は
一
貫
し
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
一
方
に

補
佐
さ
れ
る
独
立
や
、
立
派
な
精
神
上
の
独
立
や
の
存
在
す
る
こ
と
は
認
め

て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　
平
塚
さ
ん
と
山
川
さ
ん
と
は
決
し
て
独
立
の
否
定
な
ど
は
さ
れ
な
い
の
で

す
が
、
前
者
は
私
と
方
法
を
異
に
し
て
「
母
性
の
保
護
こ
そ
女
子
の
経
済
的

独
立
を
完
全
に
実
現
す
る
唯
一
の
道
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
後
者
は
平
塚

さ
ん
の
母
性
保
護
も
私
の
い
う
意
味
の
経
済
的
独
立
も
、
現
実
の
問
題
と
し

て
は
「
共
に
結
構
で
あ
り
、
両
者
は
然しか
く
両
立
す
べ
か
ら
ざ
る
性
質
の
も
の

で
な
く
て
、
む
し
ろ
双
方
共
に
行
わ
れ
た
方
が
現
在
の
社
会
に
お
い
て
婦
人

の
地
位
を
多
少
安
固
あ
ん
こ
に
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
」
と
穏
健
な
仲
裁
的
意
見
を

述
べ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
経
済
関
係
と
い
う
禍
の
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大
本
に
斧
鉞
ふ
え
つ
を
下
そ
う
と
し
な
い
点
に
お
い
て
は
両
者
と
も
「
不
徹
底
な
弥び

  
縫 
策 
ほ
う
さ
く

」
で
あ
る
と
い
っ
て
女
史
自
ら
一
段
高
い
地
歩
を
占
め
た
と
思
わ
れ

る
ら
し
い
立
場
か
ら
非
難
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
平
塚
さ
ん
に
対
し
て
は
後
に
い
う
と
し
て
、
私
は
山
川
さ
ん
に
申
上
げ
て

置
き
ま
す
。
私
は
人
間
の
独
立
に
経
済
的
因
素
が
絶
対
の
必
要
だ
と
は
考
え

ず
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
の
必
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
必
要
も

人
間
の
進
化
が
精
神
的
に
高
ま
っ
て
行
く
に
従
っ
て
減
少
し
て
行
か
ね
ば
な

ら
ぬ
性
質
の
も
の
で
す
。
人
間
が
真
の
福
祉
に
生
き
る
理
想
生
活
の
実
現
さ

れ
る
時
は
経
済
的
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
私
は
資
本
主
義
的
経
済
関
係
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
現
在
の

低
級
な
人
類
生
活
を
、
更
に
層
一
層
よ﹅
り﹅
善
き
理
想
的
秩
序
の
中
へ
進
化
さ
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せ
よ
う
と
す
る
共
通
の
目
的
に
お
い
て
一
致
し
た
凡
て
の
新
思
想
と
凡
て
の

新
主
義
に
味
方
す
る
者
で
す
。
山
川
さ
ん
が
こ
れ
を
反
対
に 

忖  

度 

そ
ん
た
く

し
て
、

私
の
議
論
が
専
ら
資
本
主
義
の 

勃  

興 

ぼ
っ
こ
う

に
伴
う
社
会
的
変
化
を
顧
慮
し
、
そ

の
範
囲
に
お
い
て
「
か
か
る
難
境
を
無
難
に
漕こ
ぎ
抜
け
る
に
は
ど﹅
う﹅
し
た
ら

好
い
か
と
い
う
問
題
を
中
心
と
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、
そ
れ
は
花

の
日
会
や
救
世
軍
な
ど
の
慈
善
運
動
に
奔
走
す
る
婦
人
た
ち
に
こ
そ
適
評
と

な
る
で
し
ょ
う
が
、
私
に
対
し
て
は
「
否
」
と
い
う
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
千
里
の
路
も
一
歩
か
ら
初
め
ま
す
。
人
間
生
活
は
長
足
の
進
歩
を

し
た
と
は
い
え
、
高
遠
な
理
想
生
活
の
全
階
段
か
ら
い
え
ば
、
ま
だ
物
質
的

条
件
が
優
勢
な
位
地
を
占
め
、
主
客 

顛  
倒 

て
ん
と
う

し
て
、
財
貨
の
多
少
が
精
神
生

活
の
上
に
か
え
っ
て
支
配
権
を
持
つ
ほ
ど
の
低
級
な
階
段
に
あ
る
以
上
、
私
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た
ち
は
こ
の
眼
前
の
事
実
を
無
視
す
る
訳
に
行
か
ず
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る

限
り
、
一
方
に
経
済
生
活
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
由
っ
て
精
神
生
活
を
維
持

し
、
向
上
し
、
現
在
の
社
会
状
態
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
そ
れ
と
反
対
の
高

遠
な
理
想
生
活
の
方
へ
自
己
の
全
生
活
を
照
準
し
、
現
在
の
境
遇
と
実
力
と

の
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
社
会
状
態
を
手
近
な
る
よ﹅
り﹅
善
き
秩
序
の
下
に

次
第
に
征
服
し
、
改
造
し
て
前
進
す
る
こ
と
が
唯
一
に
し
て
且
つ
聡
明
な
仕

方
だ
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
倫
理
学
、
経
済
学
、
法
律
学
、
社
会
学
、
美
学
、

政
治
学
の
凡
て
が
、
こ
の
意
味
の
生
活
改
造
を
私
た
ち
に
暗
示
し
な
い
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
私
は
山
川
さ
ん
の
立
場
と
せ
ら
る
る
社
会
主
義
と
て
も
、
そ
れ
が
物
質
的

社
会
主
義
の
範
囲
に
あ
る
間
は
、
決
し
て
絶
対
最
高
の
理
想
生
活
に
応
じ
る
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た
め
に
設
け
ら
れ
る
絶
対
最
高
の
社
会
的
秩
序
で
は
な
く
て
、
物
質
的
条
件

の
必
要
な
現
代
生
活
を
眼
中
に
置
い
て
、
資
本
主
義
的
精
神
と
金
銭
万
能
主

義
と
の
不
法
に
優
勢
で
あ
る
社
会
状
態
の
中
に
住
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
幾
段

か
高
い
、
よ﹅
り﹅
よ
き
秩
序
に
拠
っ
て
改
造
し
よ
う
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　
私
は
「
よ
り
善
き
秩
序
」
の
い
く
つ
も
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

私
が
前
に
、
共
通
の
目
的
に
お
い
て
一
致
し
た
新
思
想
と
新
主
義
と
の
凡
て

に
対
す
る
味
方
で
あ
る
と
述
べ
た
の
は
こ
の
意
味
で
す
。
そ
う
し
て
、
カ
ン

ト
の
い
わ
ゆ
る
「
各
人
に
属
す
る
、
天
賦
の
、
唯
一
の
権
利
」
で
あ
る
自
由

独
立
の
生
存
を
危
険
に
す
る
限
り
、
資
本
主
義
の
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
は
、
今
日
に
お
い
て
明
白
な
問
題
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
代
る
正
当
な
経
済
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生
活
の
新
し
い
秩
序
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
無
産
階
級
に
あ
る
私
た
ち
に
取

っ
て
一
層
痛
切
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
米
田
庄
太
郎
氏
が
い
わ
れ
た

よ
う
に
、
人
類
は
盲
目
的
に
新
し
い
社
会
的
秩
序
を
贈
ら
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
「
こ
れ
を
受
く
る
た
め
に
は
、
人
類
は
大
に
奮
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
、
目
的
意
識
的
に
新
し
い
社
会
的
秩
序
を
造
る
べ
く
努
力
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
」
と
思
い
ま
す
。

　
山
川
さ
ん
は
、
私
の
文
中
に
「
経
済
的
に
独
立
す
る
自
覚
と
努
力
と
さ
え

あ
れ
ば
」
と
い
い
、
「
富
の
分
配
を
公
平
に
す
る
制
度
さ
え
人
間
が
作
れ
ば
」

と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
二
句
の
間
に
矛
盾
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ

ま
し
た
が
、
私
の
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
自
覚
と
努
力
と
が
各
人
自
身
に
必

要
で
あ
る
人
間
が
個
人
主
義
的
に
動
き
出
せ
ば
、
個
人
主
義
の
徹
底
で
あ
る
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共
同
責
任
主
義
へ
向
わ
ず
に
は
置
か
ず
、
そ
う
い
う
精
神
的
に
も
経
済
的
に

も
独
立
的
意
志
の
堅
実
な
個
人
が
集
っ
て
団
体
生
活
を
理
想
的
に
整
頓
し
よ

う
と
す
る
な
ら
、
経
済
的
に
は
富
の
分
配
を
公
平
に
す
る
制
度
が
相
互
一
致

の
中
に
実
現
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
の
で
す
。
矛
盾
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

　
山
川
さ
ん
は
「
そ
う
い
う
制
度
が
作
ら
れ
て
い
な
い
現
代
に
お
い
て
は
、

個
人
の
自
覚
と
努
力
だ
け
で
貧
困
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
わ
れ

ま
し
た
が
、
制
度
は
個
人
の
多
数
が
意
識
的
に
作
る
の
で
す
。
制
度
が
先
に

あ
っ
て
も
宜
し
い
が
、
個
人
が
多
数
に
目
覚
め
て
、
そ
の
制
度
を
我
物
と
し

て
活
か
す
の
で
な
く
て
は
、
制
度
も
猫
に
小
判
で
す
か
ら
、
私
は
先
ず
個
人

の
自
覚
と
努
力
と
を
特
に
そ
れ
の
乏
し
い
婦
人
の
側
に
促
し
て
い
る
の
で
す
。
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勿
論
大
多
数
の
人
間
が
そ
の
気
に
な
ら
な
い
限
り
、
制
度
が
あ
っ
て
も
大
多

数
の
人
間
が
完
全
に
貧
困
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
一
人
で
も
早

く
気
が
附
い
て
努
力
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
或
程
度
ま
で
の
経
済
的
独
立
が
得

ら
れ
る
も
の
だ
と
信
じ
ま
す
。
不
完
全
な
独
立
で
あ
る
に
し
て
も
、
在
来
の

よ
う
に
女
子
が
男
子
に
寄
食
し
て
遊
民
と
奴
隷
と
の
位
地
に
堕
落
し
て
い
た

の
に
比
ぶ
れ
ば
、
既
に
内
面
的
に
独
立
生
活
の
中
に
あ
る
も
の
で
す
。
「
道

を
問
う
は
既
に
道
に
入
る
な
り
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
確
か
に
こ
の
よ

う
に
い
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

　
経
済
的
独
立
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
い
え
ば
、
人
間
が
心
的
に
体
的
に
、

い
ず
れ
か
の
労
働
に
由
っ
て
自
ら
物
質
的
の
生
活
を
充
た
し
て
行
く
こ
と
で

す
。
「
今
日
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
種
類
の
何
た
る
を
問
わ
ず
、
遊
手
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坐
食
は
い
ず
れ
の
方
面
よ
り
観
察
す
る
も
断
じ
て
許
さ
ざ
る
所
で
あ
る
。
…

…
労
働
を
重
ん
ず
る
と
賤
さ
げ
すむ
と
が
新
旧
世
界
を
分
画
す
る
最
も
著
明
な
境
界

線
で
あ
る
」
（
滝
本
博
士
）
と
い
う
思
想
に 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

も
異
論
は
な
い
と
思
い

ま
す
。

　
し
か
る
に
三
女
史
と
も
共
通
の
、
も
し
く
は
個
別
的
の
種
々
の
理
由
か
ら
、

積
極
的
も
し
く
は
消
極
的
に
女
子
の
労
働
生
活
に
反
対
さ
れ
ま
し
た
。
平
塚
、

山
田
の
二
女
史
は
こ
れ
を
「
詩
人
の
空
想
だ
」
と
い
う
風
に
ま
で
い
わ
れ
ま

し
た
。
詩
人
の
空
想
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
よ
う
に
安
価
に
か
つ
悪
い
意
味

に
の
み
用
い
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
現
実
と
離
れ
た
空
想
と
い

う
も
の
も
な
い
こ
と
位
は
「
美
学
」
の
一
冊
で
も
読
ん
だ
人
た
ち
に
は
自
明

の
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
姑
し
ば
らく
二
女
史
の
常
識
的
発
言
の
ま
ま
に
従
っ
て
置
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く
と
し
て
、
私
は
茲ここ
に
三
女
史
に
対
し
て
お
答
え
し
ま
す
。

　
私
は
決
し
て
気ま
紛ぐ
れ
な
妄
想
か
ら
経
済
的
独
立
の
可
能
を
い
う
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
子し
思し
は
「
あ
る
い
は
生
れ
な
が
ら
に
こ
れ
を
知
り
、
あ
る
い
は

学
ん
で
こ
れ
を
知
り
、
あ
る
い
は
困
く
る
しん
で
こ
れ
を
知
る
」
と
い
い
ま
し
た
が
、

私
は
実
に
早
く
か
ら
困
ん
で
こ
れ
を
知
っ
た
の
で
す
。
私
は
四
、
五
歳
の
時

か
ら
貧
し
い
家
庭
の
苦
痛
を
知
り
初
め
、
十
一
、
二
歳
よ
り
家
計
に
関
係
し

て
、
使
用
人
の
多
い
家
業
の
労
働
に
服
し
な
が
ら
、
二
十
二
、
三
歳
ま
で
の

間
に
、
あ
ら
ゆ
る
辛
苦
と
焦
慮
と
を
経
験
し
て
、
幾
度
か
破
綻
は
た
ん
に
瀕ひん
し
た
一

家
を
、
老
年
の
父
母
に
代
り
、
外
に
学
ん
で
い
る
兄
や
妹
に
も
知
ら
せ
ず
に
、

と
に
も
か
く
に
も
私
一
人
の
微
力
で
、
一
家
を
維
持
し
整
理
し
て
来
た
の
で

す
。
他
人
が
中
年
に
な
っ
て
経
験
す
る
経
済
生
活
の
試
錬
を
私
は
娘
時
代
に
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お
い
て
嘗な
め
尽
し
ま
し
た
。
或
人
に
お
い
て
は
、
一
生
涯
か
か
っ
て
経
験
す

る
苦
労
を
、
私
は
誇
張
で
な
く
、
全
く
娘
時
代
の
十
年
間
に
凌しの
い
で
来
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
次
で
結
婚
生
活
に
入
っ
て
後
の
私
の
経
済
生
活
と
い
う
も

の
も
、
引
き
続
い
て
多
難
な
も
の
で
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
娘
時
代
の
苦

労
に
比
べ
る
と
非
常
に
安
易
な
心
持
を
覚
え
ま
す
。
こ
う
し
て
、
私
は
私
自

身
の
薄
弱
な
力
の
許
す
限
り
周
囲
に
打
克
う
ち
か
っ
て
、 

細  

々 

ほ
そ
ぼ
そ

な
が
ら
自
己
の
経

済
的
独
立
を
建
て
て
来
ま
し
た
。
こ
れ
は
毫ごう
も
自
負
の
つ
も
り
で
な
く
、
私

が
こ
う
い
う
実
証
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
に
い
う
の
で
す
。

　
し
か
し
個
人
の
経
験
を
以
て
一
般
を
推
論
す
る
こ
と
が
往
々
誤
謬
に
陥
る

と
す
れ
ば
、
私
は
一
条
忠
衛
さ
ん
が
近
く
富
山
県
の
漁
婦
た
ち
の
食
糧
運
動

を
評
さ
れ
た
文
中
に
「
思
う
に
漁
村
の
女
子
は
、
生
れ
落
ち
る
と
怒
濤
ど
と
う
の
声
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を
聞
き
、
山
な
す
激
浪
を
眺
め
、
長
ず
れ
ば
梶かじ
も
取
り
櫓ろ
も
漕
ぎ
、
あ
る
い

は
深
海
に
飛
込
ん
で
魚
貝
を
漁あさ
っ
て
生
活
し
て
い
る
の
で
、
自
お
の
ず
から
意
志
が
強

固
に
な
り
、
独
立
自
存
の
気
象
に
富
ん
で
い
る
。
海
浜
ま
た
は 

島  

嶼 

と
う
し
ょ

に
住

ん
で
い
る
女
子
が
男
勝まさ
り
に
気
概
が
あ
り
、
権
力
が
強
く
、
女
子
の
社
会
的

地
位
の
高
い
の
は
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
漁
村
に
住
む
女
子
は
経
済
的

独
立
の
思
想
が
発
達
し
て
い
る
か
ら
、
家
庭
生
活
に
対
す
る
困
苦
と
責
任
と

を
実
感
す
る
程
度
が
強
い
。
家
庭
の
経
済
的
責
任
を
男
子
に
委
ね
て
、
そ
の

従
属
者
と
し
て
生
活
し
て
い
る
の
で
な
く
て
、
女
子
も
こ
れ
に
加
く
わ
わり
、
相
本

位
的
に
独
立
の
主
体
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
結
果
で
あ
る
」
と
あ
る
一
節
を

引
い
て
、
社
会
の
一
部
に
は
既
存
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
置
き
ま

す
。
な
お
、
農
家
と
商
工
業
界
と
の
女
子
に
も
、
今
日
の
努
力
の
程
度
で
許
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さ
れ
る
経
済
的
独
立
の
実
例
は
決
し
て
寡
す
く
なく
あ
り
ま
せ
ん
。

　
日
本
の
工
場
労
働
者
の
約
六
割
ま
で
が
婦
人
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
婦
人
労

働
者
の
総
数
が
六
十
三
万
六
千
余
人
で
あ
る
の
を
見
て
も
、
そ
れ
ら
下
層
階

級
の
婦
人
が
必
要
の
前
に
如
何
に
労
働
を
回
避
し
な
い
美
質
を
持
っ
て
い
る

か
、
如
何
に
不
完
全
極
き
わ
まる
労
働
制
度
の
中
に
あ
っ
て
、
苛
酷
な
労
働
を
忍
び

な
が
ら
、
決
し
て
正
当
の
報
酬
で
な
い
貧
弱
な
賃
銀
を
以
て
、
な
お
か
つ
父

兄
の
厄
介
と
な
ら
な
い
独
立
の
生
活
を
申
訳
だ
け
に
も
建
て
つ
つ
あ
る
か
を

思
う
時
、
私
は
一
般
婦
人
の
経
済
的
独
立
が
十
分
に
可
能
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
推
定
せ
ず
に
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
工
場
労
働
の
現
状
の
惨いた
ま
し
さ
は
私
も
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
日
の

制
度
の
中
に
お
い
て
す
ら
、
次
第
に
或
程
度
ま
で
改
善
さ
れ
て
行
く
見
込
が
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あ
り
ま
す
。
現
状
の
み
を
見
て
未
来
を
決
定
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
或
社
会

主
義
者
の
い
っ
た
よ
う
に
、
人
間
が
遍
あ
ま
ねく
働
く
よ
う
に
な
れ
ば
一
人
が
一
日

に
一
時
間
と
二
、
三
十
分
働
き
さ
え
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
時
機
が
来
な
い
と

も
限
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
社
会
主
義
者
な
ら
ぬ
福
田
博
士
も
「
貧
乏
と
無
学

と
が
全
く
人
類
社
会
よ
り
断
ち
得
ん
と
の
希
望
は
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
欧

洲
労
働
者
の
著
し
き
進
歩
の
実
績
に
徴
す
る
時
は
、
必
ず
し
も
架
空
に
属
せ

ざ
る
に
似
た
り
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
平
塚
、
山
田
の
二
女
史
は
工
場
労
働
に
重
き
を
置
い
て
、
女
子
の
屋
外
労

働
を
批
難
さ
れ
ま
し
た
が
、
女
子
の
屋
内
に
お
け
る
経
済
的
労
働
の
範
囲
の

広
い
こ
と
は
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
屋
内
工
業
だ
け
で
も
、
女
子
の

製
品
の
総
輸
出
額
の
概
算
が
一
カ
年
四
億
円
　
　
輸
出
総
額
の
二
割
五
分
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に
達
し
て
い
る
の
で
推
断
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
女
子
は
母
た
る
境
遇
に
の
み
あ
る
も
の
で
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
の
実
力

と
興
味
と
に
従
っ
て
内
外
の
職
業
に
就
く
こ
と
は
可
能
で
す
。
女
子
の
職
業

範
囲
は 

何  
人 

な
ん
ぴ
と

の
反
対
が
あ
っ
て
も
、
生
活
過
程
の
必
要
で
あ
る
限
り
益
〻

拡
が
っ
て
行
く
で
し
ょ
う
。
そ
の
過
程
に
は
新
し
い
悲
惨
な
事
実
も
続
出
す

る
で
し
ょ
う
が
、
宇
宙
は
い﹅
つ﹅
も﹅
快
晴
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
一
つ
の
比

較
的
に
最
も
善
い
新
し
い
秩
序
を
創はじ
め
る
た
め
に
は
十
の
新
し
い  

障    

碍  

し
ょ
う
が
い

が
起
っ
て
も
や
む
を
え
ま
せ
ん
。
更
に
そ
の
障
碍
を
除
く
新
し
い
施
設
を
工

夫
さ
え
す
れ
ば
善
い
の
で
す
。

　
母
の
境
遇
に
あ
る
婦
人
と
い
っ
て
も
、
子
供
の
側
に
附
切
つ
き
き
っ
て
い
ね
ば
な

ら
な
い
も
の
で
な
く
、
殊
に
子
供
が
幼
稚
園
や
小
学
へ
行
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
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母
の
時
間
は
余
り
ま
す
。
子
供
の
側
を
離
れ
ら
れ
な
い
期
間
に
あ
る
女
は
屋

内
の
経
済
的
労
働
に
服
せ
ば
宜
し
い
。
妊
娠
や
分
娩
の
期
間
に
は
病
気
の
場

合
と
同
じ
く
、
保
険
制
度
に
由
っ
て
費
用
を
補
充
す
る
と
い
う
よ
う
な
施
設

が
、
我
国
に
も
遠
か
ら
ず
起
る
で
し
ょ
う
。
否
、
大
多
数
の
婦
人
自
身
の
要

求
で
そ
の
施
設
の
起
る
機
運
を
促
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
山
田
さ
ん
は
「
家
事
の
煩
忙
」
を
女
子
の
労
働
の
不
可
能
な
一
つ
の
条
件

に
数
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
我
国
の
家
事
は
大
部
分
無
用
な
も
の
で
す
か
ら
、

努
力
次
第
で
最
も
早
く
除
き
得
る
小
さ
い  

障    

碍  

し
ょ
う
が
い

だ
と
思
い
ま
す
。

　
人
の
能よ
く
い
う
女
子
の
労
働
能
率
を
男
子
よ
り
低
い
と
す
る
通
俗
論
は
、

戦
争
以
来
、
英
国
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
鉄
道
会
社
そ
の
他
の
男
女
工
能
率
の
比
較

表
を
見
て
も
確
か
に 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

を
示
し
て
お
り
ま
す
。
或
所
で
は
女
工
の
能
率
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が
男
工
に
対
し
て
二
十
パ
ア
セ
ン
ト
高
く
、
或
所
で
は
女
子
を
代
用
し
た
る

た
め
一
週
間
の
製
造
高
に
つ
い
て
五
百
個
の
減
少
を
予
想
し
て
い
た
の
に
、

か
え
っ
て
五
百
個
を
増
加
す
る
結
果
を
示
し
ま
し
た
。
欧
米
に
お
い
て
高
級

な
行
政
事
務
に
も
続
々
と
女
子
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
適
材
を
適
所
に
置
い

た
も
の
は
、
優
に
男
子
と
匹
敵
す
る
能
率
を
挙
げ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
世
間
に
は
ま
た
妻
や
母
が
屋
外
の
職
業
に
就
く
と
、
家
庭
の
情
味
を
減
じ

る
と
い
う
反
対
説
が
あ
り
ま
す
。
我
国
の
現
在
の
程
度
の
職
業
婦
人
殊こと
に
有

夫
有
子
の
女
教
師
た
ち
に
は
そ﹅
う﹅
い
う
弊
害
が
折
々
あ
る
の
を
私
も
認
め
ま

す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
つ
は
我
国
の
女
子
教
育
が
善
く
な
い
か
ら
で
す
。

愛
と
理
性
と
の
高
い
教
育
を
疎
お
ろ
そか
に
し
て
い
る
以
上
、
ど
の
家
庭
婦
人
も
高

雅
な
情
味
を
持
つ
訳
が
な
い
の
で
す
。
家
屋
の
内
外
に
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
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ん
。
今
一
つ
は
職
業
婦
人
を
遇
す
る
新
し
い
習
慣
が
ま
だ
社
会
に
出
来
て
い

な
く
て
、
余
り
に
だ﹅
ら﹅
し﹅
な﹅
く﹅
時
間
を
多
く
使
用
さ
せ
る
か
ら
で
す
。
私
は

巴
里
パ
リ
イ
で
幾
人
か
の
有
夫
女
子
の
会
社
員
や
工
場
労
働
者
の
家
庭
を
見
ま
し
た

が
、
朝
は
子
供
を
学
校
ま
で
送
っ
て
行
き
、
正
午
は
勤
め
先
か
ら
学
校
へ
子

供
を
迎
え
に
行
っ
て
、
同
時
に
他
の
勤
め
先
か
ら
帰
っ
て
来
た
良
人
と
、
夫

婦
子
供
揃そろ
っ
て
一
所
に
食
卓
に
就
く
の
で
す
。
食
事
は
路
す
が
ら
麺パ
麭ン
と
冷

し
肉
ぐ
ら
い
を
買
っ
て
来
る
の
で
す
か
ら
、
唯
だ
瓦ガ
斯ス
で 

珈  

琲 

コ
ー
ヒ
ー

を
煮
る
だ

け
で
簡
単
に
済
ま
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
父
か
母
の
い
ず
れ
か
が

子
供
を
学
校
に
送
っ
て
、
夫
婦
は
再
び
勤
め
先
へ
行
き
ま
す
。
東
京
の
よ
う

に
だ﹅
だ﹅
広
く
な
い
都
で
す
か
ら
勤
め
先
も
近
く
、
少
し
位
遠
く
て
も
地
下
電

車
で
訳
も
な
く
行
か
れ
ま
す
。
巴
里
の
公
私
の
勤
先
が
、
こ
う
い
う
風
に
一
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定
の
時
間
を
労
働
者
夫
婦
に
許
し
て
い
る
の
は
善
い
習
慣
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
事
も
婦
人
労
働
者
の
要
求
が
勢
力
を
持
て
ば
き
っ
と
我
国
に
も
実

現
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
平
塚
さ
ん
は
、
私
が
母
性
の
保
護
に
反
対
す
る
の
は
「
子
供
を
自
己
の
私

有
物
視
し
、
母
の
仕
事
を
私
的
事
業
と
の
み
考
え
る
旧
式
な
思
想
に
囚とら
わ
れ

て
い
る
か
ら
だ
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
何
た
る
恐
し
い
断
言
で
し
ょ
う
。

　
私
は
子
供
を
「
物
」
だ
と
も
「
道
具
」
だ
と
も
思
っ
て
い
な
い
。
一
個
の

自
存
独
立
す
る
人
格
者
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
子
供
は
子
供
自
身
の
も
の
で

す
。
平
塚
さ
ん
の
よ
う
に
「
社
会
の
も
の
、
国
家
の
も
の
」
と
は
決
し
て
考

え
ま
せ
ん
。
平
塚
さ
ん
は
「
子
供
の
数
や
質
は
国
家
社
会
の
進
歩
発
展
と
、

そ
の
将
来
の
運
命
に
至
大
の
関
係
が
あ
る
」
と
い
っ
て
、
国
家
主
義
者
か
軍
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国
主
義
者
の
よ
う
な
高
飛
車
な
口
気
を
洩もら
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私
た
ち
の

子
供
も
き
っ
と
国
家
を
愛
し
、
社
会
を
愛
し
、
更
に
世
界
人
類
を
愛
し
て
、

そ
の
い
ず
れ
も
の
進
歩
発
展
を
計
る
時
が
来
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は

彼
ら
自
身
の
愛
と
事
業
と
が
　
　
端
的
に
彼
ら
の
自
我
が
　
　
世
界
人
類
を

包
容
し
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
所
ま
で
進
歩
発
展
す
る
の
で
す
。
彼
ら
は
国

家
の
所
有
で
な
く
て
、
彼
ら
が
国
家
を
自
己
の
人
格
の
中
に
一
体
と
し
て
所

有
す
る
の
で
す
。
前
に
引
用
し
た
有
島
武
郎
さ
ん
の
お
言
葉
も
私
の
考
え
と

同
じ
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。

　
平
塚
さ
ん
は
「
母
」
の
意
義
を
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、

私
は
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
母
た
る
自
尊
を
「
世
界
人
類
の
母
」
と
な
る

所
ま
で
拡
充
し
て
生
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
老
子
ろ
う
し
の
い
わ
ゆ
る
「
道
、
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こ
れ
を
生
じ
、
こ
れ
を
畜
や
し
ない
、
こ
れ
を
長
じ
、
こ
れ
を
育
て
、
こ
れ
を
成
し
、

こ
れ
を
熟
し
、
こ
れ
を
養
い
、
こ
れ
を
覆
い
、
生
ん
で
有
せ
ず
、
為
し
て
憎

ま
ず
」
と
い
う
大
道
的
な
境
地
に
ま
で
生
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
は

最
上
の
愛
国
者
で
す
。
そ
れ
故
に
、
特
に
国
家
と
か
社
会
と
か
い
う
中
間
の

人
生
観
や
倫
理
観
に
停
滞
し
て
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
最
上
の
立
場
か
ら
国

家
を
も
社
会
を
も
愛
し
た
い
の
で
す
。

　
平
塚
さ
ん
は
母
が
国
家
の
お
役
に
立
つ
と
い
う
意
味
か
ら
、
国
家
の
母
性

保
護
を
至
当
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
意
味
か
ら
で
な
く
、
食
糧

に
窮
す
る
貧
困
者
に
施
米
ま
た
は
廉
米
を
供
給
す
る
の
と
同
じ
意
味
か
ら
、

母
の
職
能
を
尽
し
得
な
い
貧
困
者
を
国
家
が
保
護
す
る
の
は
国
家
の
義
務
だ

と
考
え
て
全
く
賛
成
す
る
の
で
す
が
、
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
、
自
労
、
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自
活
、
自
立
、
自
衛
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
個
人
が
、
父
に
せ
よ
、
母

に
せ
よ
、
妻
に
せ
よ
、
国
家
の
保
護
に
由
っ
て
受
動
的
隷
属
的
な
生
き
方
を

す
る
の
は
、
個
人
の
威
厳
と
自
由
と
能
力
と
を
放
棄
す
る
意
味
に
お
い
て
反

対
す
る
の
で
す
。

　
「
保
護
」
と
い
う
官
僚
式
な
言
葉
に
は
救
済
的
恩
恵
的
の
意
味
が
あ
り
ま

す
。
現
に
我
国
の
救
済
調
査
会
の
項
目
に
は
、
白
痴
低
能
児
の
保
護
、
不
良

少
年
の
保
護
、
細
民
部
落
の
保
護
と
並
ん
で
婦
人
労
働
者
の
保
護
が
掲
げ
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

　
最
近
に
或
識
者
は
、
「
凡
そ
中
層
階
級
が
自
ら
も
他
か
ら
も
健
全
な
り
と

見み
做な
さ
る
る
理
由
は
、
自
ら
そ
の
生
活
を
保
持
し
、
こ
れ
を
充
実
し
向
上
せ

し
め
、
他
の
施
設
恩
恵
を
俟ま
た
ぬ
が
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
の
中
層
は
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自
己
生
活
の
充
実
向
上
の
施
設
を
、
動やや
も
す
れ
ば
国
家
社
会
の
手
に
委
ね
、

そ
れ
に
依
っ
て
慶
福
を
得
ん
と
し
て
い
る
。
か
か
る
は
中
層
自
ら
が
そ
の
地

位
を
捨
て
て
下
層
と
同
じ
か
ら
ん
と
す
る
者
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
そ
の
健
全

を
捨
て
て
社
会
的
疾
患
た
る
に
甘
ん
ぜ
ん
と
す
る
卑
屈
な
る
精
神
で
あ
る
」

と
論
じ
ま
し
た
。
私
は
自
分
と
同
憂
の
人
の
あ
る
の
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

カ
ン
ト
が
「
商
人
あ
る
い
は
手
工
業
者
の
雇
人
、
僕
婢
ぼ
く
ひ
、 

日  

傭 

ひ
や
と
い

労
働
者
、

小
作
人
及
び
総
て
の
女
子
等
、
約
言
す
れ
ば
他
人
よ
り
「
食
物
及
び
保
護
」

を
受
く
る
総
て
の
人
々
を
国
民
と
は
認
め
ず
、
単
に
国
家
補
助
員
と
見み
做な
し

て
い
た
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
格
論
に
由
来
す
る
正
当
な
結
論
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

　
山
川
さ
ん
は
「
も
し
そ
れ
保
護
が
屈
辱
で
あ
り
、
非
難
に
価
す
る
な
ら
ば
、
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恩
給
や
年
金
に
依
っ
て
生
活
を
保
障
さ
れ
て
い
る
軍
人
や
官
吏
の
古
手
も
皆

非
難
に
価
す
る
屈
辱
的
生
活
を
送
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
わ

れ
、
他
の
二
女
史
も
同
様
の
詰
問
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
答
え
て
い
い
ま

す
、
「
勿
論
で
す
」
と
。
私
は
彼
ら
が
な
お
自
労
自
活
の
能
力
を
持
ち
、
儲ち

   

蓄 

ょ
ち
く
し
た
財
力
を
持
つ
限
り
、
併
せ
て
彼
ら
と
反
対
の
側
に
、
彼
ら
に
多
大

の
恩
給
や
年
金
を
支
払
う
た
め
に
無
数
の
労
働
者
が
そ
の
労
働
価
値
の
大
部

分
を
間
接
に
彼
ら
に
献ささ
げ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
厳
正
な
意
味
に
お
い
て
屈

辱
的
生
活
を
以
て
目
す
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
唯
だ
習
慣
が
そ
れ
を
国

家
の
寄
食
者
と
し
て
蔑
視
し
な
い
だ
け
の
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　
平
塚
さ
ん
は
そ
の
中
に
「
俸
給
生
活
」
を
も
数
え
て
質
問
さ
れ
ま
し
た
が
、

俸
給
は
労
働
に
対
す
る
正
当
な
報
酬
で
す
。
そ
れ
を
受
取
る
権
利
が
俸
給
生
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活
者
自
身
に
あ
り
ま
す
。
国
家
の
保
護
と
称
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。

　
山
田
さ
ん
は
「
婦
人
は
一
家
を
主
宰
し
、
子
供
を
養
育
す
る
、
そ
の
報
酬

と
し
て
男
子
に
金
を
払
わ
せ
る
。
貰もら
う
と
い
う
の
で
な
く
て
納
め
さ
せ
る
と

い
う
事
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
良
人
の
保
護
を
要
求
し
、

大
学
の
教
授
や
国
会
議
員
が
年
俸
を
貰
う
の
と
同
じ
く
、
「
場
合
に
由
っ
て

は
、
国
家
か
ら
補
助
を
受
け
る
事
は
当
然
だ
」
と
い
わ
れ
、
平
塚
さ
ん
も
同

様
の
意
味
で
「
母
が
国
家
か
ら
報
酬
を
受
け
る
こ
と
も
恩
恵
に
与
あ
ず
かる
こ
と
で

な
い
は
ず
で
す
」
と
い
わ
れ
、
山
川
さ
ん
も
ほ
ぼ
同
様
の
意
見
を
述
べ
て
お

ら
れ
ま
す
。
要
す
る
に
、
母
を
一
面
に
お
い
て
家
庭
及
び
国
家
の
俸
給
生
活

者
た
ら
し
め
る
事
に
由
っ
て
、
寄
食
者
の
名
を
免
れ
し
め
、
経
済
的
無
力
者

40平塚・山川・山田三女史に答う



の
位
地
に
安
心
し
て
落
着
か
せ
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
す
。

　
山
川
さ
ん
は
さ
す
が
に
気
が
咎とが
め
た
ら
し
く
、
「
母
の
仕
事
を
経
済
的
価

値
に
踏
む
こ
と
を
今
ま
で
は
一
般
に
嫌
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
…
…
と
い
っ
て
母
は
神
様
で
は
な
い
か
ら
、
衣
食
の
資
料
は
要い

ら
な
い
と
い
っ
て
澄すま
し
て
い
る
訳
に
も
行
き
ま
せ
ん
」
と
い
い
添
え
ら
れ
ま

し
た
。
衣
食
の
必
要
が
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
、
ど
う
に
か
し
て
実
現
し
得
る

労
働
の
能
力
と
機
会
と
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
凡すべ
て
母
の
仕
事
に
匹
敵
す
る

精
神
的
生
活
者
が
、
心
的
に
も
体
的
に
も
経
済
行
為
を
取
ら
ず
に
、
唯
だ
専

ら
精
神
的
生
活
者
で
あ
る
と
い
う
功
労
を
以
て
国
家
の
俸
給
に
衣
食
し
た
い

と
要
求
し
た
ら
、
山
田
さ
ん
は
そ
れ
を
是
認
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
母
性
の
国
家
的
保
護
に
対
し
て
多
く
直
観
的
に
不
可
と
し
て
来
た
の
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で
す
が
、
近
頃
河
上
博
士
の
「
経
済
上
の
富
の
意
義
」
を
読
ん
で
、
私
の
直

観
に
学
問
的
解
釈
を
附
け
得
た
こ
と
を
喜
び
ま
し
た
。
博
士
は
「
経
済
学
上

の
富
と
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
の
間
に
は
…
…
理
論
上
明
確
な
る
標
準
あ
る
も

の
に
て
、
即
ち
人
為
を
以
て
そ
の
生
産
及
び
分
配
を
左
右
し
得
ら
る
る
も
の

は
こ
れ
を
経
済
上
の
富
と
し
、
し
か
ら
ざ
る
も
の
は
経
済
学
上
の
富
に
非あら
ず

と
為
す
」
と
い
わ
れ
、
こ
の
理
由
か
ら
、
人
間
の
労
力
も
そ
の
中
の
或
種
の

も
の
に
至
っ
て
は
、
生
産
は
と
も
か
く
、
少
く
も
そ
の
分
配
は
或
程
度
ま
で

人
為
を
以
て
左
右
し
得
ら
れ
る
結
果
、
経
済
学
上
、
殊
に
分
配
論
上
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
中
に
、
家
庭
外
の
婦
人
の
労
働
が
経
済

学
上
の
重
大
な
る
問
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
に
反
し
、
母
と
し
て
の
婦
人

の
家
庭
内
に
お
け
る
労
働
は
経
済
上
の
問
題
と
な
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
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良
妻
賢
母
の
「
分
配
」
な
ど
は
今
日
真ま
面じ
目め
な
問
題
と
な
し
が
た
い
と
い
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
私
は
山
川
さ
ん
が
、
「
家
庭
に
お
け
る
婦
人
の
労
働
は
、

  

畢    
竟  

ひ
っ
き
ょ
う

不
払
労
働
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
」
と
憤
慨
さ
れ
た
の
は
、
如

何
な
る
労
働
も
凡
て
経
済
的
価
値
に
換
算
し
得
る
も
の
だ
と
誤
解
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　
非
常
に
紙
数
を
超
過
し
ま
し
た
。
あ
と
は
略
し
て
置
き
ま
す
。
（
一
九
一

八
年
九
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
太
陽
』
一
九
一
八
年
一
一
月
）

43



44平塚・山川・山田三女史に答う



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
与
謝
野
晶
子
評
論
集
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1985
（
昭
和60

）
年8

月16

日
初
版
発
行

　
　
　1994

（
平
成6

年
）
年6

月6

日10

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
心
頭
雑
草
」
天
佑
社

　
　
　1919

（
大
正8

）
年1
月
初
版
発
行

初
出
：
「
太
陽
」

　
　
　1918

（
大
正7

）
年11

月

入
力
：N

ana ohbe

校
正
：
門
田
裕
志

45



2002

年5

月14

日
作
成

2012
年9

月15

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

46平塚・山川・山田三女史に答う



平塚・山川・山田三女史に答う
与謝野晶子

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


