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本
書
の
関
心
は
、
我
が
国
の
格
差

の
う
ち
、
夫
婦
間
の
格
差
に
注
目
す

る
こ
と
に
あ
る
。
一
昔
前
で
あ
れ
ば

夫
の
所
得
が
低
け
れ
ば
、
妻
が
働
く

場
合
が
多
く
、
逆
に
夫
の
所
得
が
高

け
れ
ば
妻
は
専
業
主
婦
が
多
か
っ
た
。

結
婚
は
家
計
所
得
格
差
を
縮
小
さ
せ

る
役
割
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
で
は
結
婚
後
も
妻
が

働
く
の
は
一
般
的
に
な
り
、
夫
の
所

得
が
増
え
て
も
妻
の
就
業
率
は
下
が

っ
て
お
ら
ず
、
妻
の
就
業
が
家
計
所

得
格
差
を
広
げ
る
可
能
性
を
高
く
し

て
い
る
。
本
書
の
焦
点
は
結
婚
し
た

夫
婦
だ
け
で
な
く
、
結
婚
し
た
い
が

結
婚
で
き
な
い
人
、
結
婚
し
て
も
離

婚
し
て
し
ま
う
人
に
も
着
目
し
、

様
々
な
角
度
か
ら
結
婚
に
ま
つ
わ
る

格
差
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

だ
が
、
結
婚
す
る
こ
と
だ
け
で
な

く
、
結
婚
し
な
い
こ
と
、
離
婚
す
る

こ
と
な
ど
の
結
婚
に
関
す
る
行
動
は

あ
く
ま
で
本
人
同
士
の
自
由
意
思
で

決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
ま
わ
り
が
結

婚
の
か
た
ち
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　

し
か
し
、
自
由
な
婚
姻
行
動
の
結

果
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
夫
婦
関
係
に

格
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
見
過
ご

し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
は
長

い
歴
史
の
中
で
、
結
婚
を
通
し
て
人

間
関
係
を
築
い
て
精
神
的
な
安
定
や

社
会
的
な
地
位
を
築
い
て
き
た
。
従

来
形
成
さ
れ
て
き
た
結
婚
の
か
た
ち

が
変
わ
れ
ば
我
々
の
生
活
や
社
会
の

安
定
性
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
今
後
も

研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

 

迫
田
さ
や
か

中公新書
798円（税込）

夫
婦
格
差
社
会

│ 

二
極
化
す
る
結
婚
の
か
た
ち

橘た
ち
ば
な

木き

俊と
し

詔あ
き（

大
学
経
済
学
部
特
別
客
員
教
授
）・

迫さ
こ

田だ

さ
や
か（
大
学
ラ
イ
フ
リ
ス
ク
研
究

セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員　

）著

　

ア
メ
リ
カ
の
ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス

は
日
本
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
。

な
ぜ
こ
の
違
い
が
生
ま
れ
る
の
か
？

　

そ
の
答
え
を
探
る
べ
く
、
契
約
、

事
故
、
薬
物
、
労
使
紛
争
な
ど
の
ス

ポ
ー
ツ
を
巡
る
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、

法
的
な
視
点
か
ら
日
米
そ
れ
ぞ
れ
の

論
点
を
整
理
し
た
の
が
、
本
書
で
あ

る
。

　

数
年
前
、
筆
者
は
ア
メ
リ
カ
に
留

学
す
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
、
本
書
の
共
著
者
で
、
現
在
、

米
ス
ポ
ー
ツ
法
学
会
会
長
を
務
め
ら

れ
て
い
るG

lenn M
. W

ong

教
授

と
の
共
同
研
究
に
従
事
す
る
好
機
に

恵
ま
れ
た
。
日
米
の
論
点
に
つ
い
て

議
論
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
こ
れ

ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
文
化
的
相

違
や
、
価
値
観
の
相
違
、
ま
た
司
法

判
断
の
奥
に
あ
る
哲
学
の
よ
う
な
も

の
が
、
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

留
学
当
初
、
筆
者
は
、
ア
メ
リ
カ

の
ス
ポ
ー
ツ
法
は
先
進
的
で
あ
る
と

信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

様
々
な
角
度
か
ら
議
論
を
掘
り
下
げ

る
と
、
そ
も
そ
も
の
立
脚
点
に
違
い

が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

っ
た
。
そ
の
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
短
も
ま
た

明
ら
か
に
な
る
。
背
景
を
知
れ
ば
知

る
ほ
ど
、「
そ
う
だ
っ
た
の
か
…
、
で

は
こ
れ
は
？
」と
い
う
知
的
好
奇
心

が
わ
い
て
く
る
。
そ
の
一
端
を
読
者

に
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ
に

勝
る
喜
び
は
な
い
。

川
井
圭
司

成文堂
3,675円（税込）

ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の

法
と
文
化

│
ア
メ
リ
カ
と
日
本

川か
わ

井い

圭け
い

司じ
（
大
学
政
策
学
部
教
授
）・

グ
レ
ン
Ｍ
．ウ
ォ
ン
著

　

こ
こ
20
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
日
本

で
は
、「
分
権
改
革
」が
話
題
と
な
り

続
け
て
い
る
。
２
０
０
０
年
の
分
権

改
革
や
そ
の
後
の
三
位
一
体
の
税
財

政
改
革
な
ど
、
断
続
的
に
改
革
が
続

け
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　

一
定
の
分
権
改
革
が
実
現
し
、
な

お
も
そ
の
必
要
性
が
唱
え
続
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
日

本
は
何
ら
か
の
意
味
で
集
権
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

現
在
進
行
中
の
地
方
分
権
改
革
が
変

革
の
対
象
と
し
て
い
る
日
本
の
集
権

体
制
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
要
因
で

成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
つ
の
理
解
が
未
整
理
の
ま
ま
混

在
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
ひ

と
つ
は
、「
明
治
以
来
の
集
権
体
制
」

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ

は
、
現
代
日
本
に
お
い
て
も
他
の
先

進
諸
国
と
同
様
に
福
祉
国
家
型
の
中

央
│
地
方
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と

い
う
認
識
で
あ
る
。
も
し
仮
に
、
福

祉
国
家
型
の
中
央
│
地
方
関
係
が
成

立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
集

権
体
制
が「
明
治
以
来
」そ
の
ま
ま
と

い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
歴
史
の
ど

こ
か
の
時
点
で
福
祉
国
家
に
適
合
的

な
集
権
体
制
へ
変
容
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。

　

本
書
は
、
日
本
の
行
政
学
が
長
ら

く
放
置
し
て
き
た
上
記
の
理
論
的
混

在
状
況
を
、長
く
通
説
で
あ
っ
た「
集

権
体
制
温
存
説
」に
代
わ
る「
集
権
体

制
変
容
説
」を
打
ち
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
整
理
し
、
こ
の
新
た
な
歴
史
理

解
に
基
づ
い
て
、
現
代
日
本
の
中
央

│
地
方
関
係
を
包
括
的
に
再
解
釈
す

る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

過
度
に
単
純
化
さ
れ
た
従
来
の
温
存

説
を
棄
却
し
、
変
容
説
に
基
づ
く
的

確
な
中
央
│
地
方
関
係
の
認
識
を
得

る
こ
と
は
、
今
後
の
分
権
改
革
の
制

度
設
計
に
対
し
て
も
大
い
に
資
す
る

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

日
本
公
共
政
策
学
会
２
０
１
３
年

度
著
作
賞
受
賞 

著
者
よ
り

法律文化社
5,670円（税込）

日
本
の
中
央
―
地
方
関
係

│
現
代
型
集
権
体
制
の
起
源
と

　

福
祉
国
家

市い
ち

川か
わ

喜よ
し

崇た
か（

大
学
法
学
部
教
授
）著

　

本
書
は
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学

研
究
所
第
５
研
究
会
が
、
こ
れ
ま
で

研
究
成
果
と
し
て
刊
行
し
て
き
た
石

川
健
次
郎
編
著『
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
商

品
の
研
究
①
〜
④
』（
同
文
舘
出
版
）

の
続
編
で
あ
る
。

　

日
本
社
会
が
高
度
経
済
成
長
期
を

境
に
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
日
本

人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
劇
的
に
変

化
し
、
こ
の
時
期
に
現
代
日
本
人
の

価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
決
定

づ
け
る
変
容
の
多
く
が
始
ま
っ
た
。

価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
い
っ

た
い
何
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
そ
の
答

え
を
商
品
の
登
場
あ
る
い
は
商
品
の

普
及
と
の
関
連
で
考
察
し
て
い
る
。

　

時
代
の
移
り
変
わ
り
や
変
化
を
考

察
し
、
そ
の
因
果
関
係
を
解
明
・
説

明
す
る
こ
と
が
歴
史
研
究
の
課
題
で

あ
る
な
ら
ば
、
社
会
を
変
化
さ
せ
価

値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
影
響
を

与
え
た
商
品
に
注
目
す
る
意
味
は
決

し
て
小
さ
く
な
い
。
た
だ
経
済
史
や

経
営
史
の
分
野
で
は
、
主
に
商
品
供

給
者
側
の
視
点
か
ら
の
歴
史
分
析
が

主
流
で
あ
っ
た
。
本
書
で
は
、
そ
れ

ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
供
給
者
側
の
実

態
解
明
の
み
に
視
点
を
限
る
の
で
は

な
く
、
商
品
の
受
け
手
で
あ
る
生
活

者
の
生
活
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、

そ
し
て
社
会
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
も
考
察
を

行
っ
て
い
る
。
特
に
、
本
書
で
は
高

度
経
済
成
長
期
に
出
現
し
、
我
々
の

生
活
を
大
き
く
変
え
た
商
品（
新
幹

線
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
金
融
用
端
末

機
器
、ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
）

を
取
り
上
げ
、
個
々
に
分
析
を
行
っ

た
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
当
然
の
よ
う

に
使
用
し
て
い
る
商
品
が
価
値
観
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、
本

書
が
そ
の
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

川
満
直
樹

同文舘出版
2,940円（税込）

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
商
品
の
研
究
⑤

│
商
品
史
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

石い
し

川か
わ

健け
ん

次じ

郎ろ
う（

大
学
名
誉
教
授
）編
著

川か
わ

満み
つ

直な
お

樹き
（
大
学
商
学
部
准
教
授
）他
著
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新
刊
紹
介

85 84

　

本
書
は
人
文
科
学
研
究
所
で
の
永

年
に
わ
た
る
同
志
社
大
学
と
ア
ー
モ

ス
ト
大
学
の
交
流
に
関
す
る
共
同
研

究
の
成
果
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
。
そ

の
内
の
幾
つ
か
は
、
既
に
人
文
科
学

研
究
所
の
紀
要
で
あ
る『
キ
リ
ス
ト

教
社
会
問
題
研
究
』に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
本
書
は
10
章
か
ら
な
っ
て
お

り
、
第
１
章「
ア
ー
モ
ス
ト
館
50
年

の
歩
み
」で
は
、
同
志
社
大
学
と
ア

ー
モ
ス
ト
大
学
を
結
ぶ
絆
と
し
て
建

設
さ
れ
た
ア
ー
モ
ス
ト
館
の
歴
史
が

描
か
れ
て
い
る
。
第
２
章「
１
９
５

４
｜
５
８
年
の
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
に

お
け
る
日
本
人
留
学
生
」で
は
、
戦

後
間
も
な
い
頃
の
ア
メ
リ
カ
留
学
を

知
る
上
で
、
貴
重
な
体
験
が
描
か
れ

て
い
る
。
第
４
章「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『
ア
ー
モ
ス
ト
か
ら
私
が
学
ん
だ
も

の
』」と
第
５
章「
ア
ー
モ
ス
ト
大
学

留
学
回
想
記
」を
合
わ
せ
て
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
留
学
と
両

大
学
の
関
係
の
歴
史
的
な
変
容
が
明

ら
か
に
な
る
。
第
３
章「
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
の
理
念
と
現
実
」は
新
島
襄

の
建
学
の
精
神
か
ら
現
在
の
同
志
社

を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

第
６
章「
ア
リ
ス 

Ｓ
．
ケ
ー
リ
博
士

に
聞
く
」は
、
戦
後
の
同
志
社
と
ア

ー
モ
ス
ト
の
関
係
を
再
構
築
し
た
Ｏ
．

ケ
ー
リ
の
足
跡
を
知
る
上
で
、
興
味

深
い
証
言
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
第
７

章「
同
志
社
に
お
け
る
ア
ー
モ
ス
ト

大
学
代
表
の
仕
事
」と
第
８
章「
現
在

の
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
と
の
交
流
」で

は
、
同
志
社
大
学
と
ア
ー
モ
ス
ト
大

学
を
結
び
つ
け
て
い
る
組
織
と
今
後

の
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。
第
９
章

の
文
献
紹
介
と
第
10
章
の
両
大
学
の

交
流
史
年
表
は
、
今
後
の
研
究
を
発

展
さ
せ
る
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
で

あ
る
。
同
志
社
大
学
と
ア
ー
モ
ス
ト

大
学
の
関
係
を
知
る
上
で
、
本
書
は

格
好
の
書
物
と
い
え
よ
う
。

 

沖お
き

田た

行ゆ
く

司じ
（
大
学
社
会
学
部
教
授
）

晃洋書房
3,570円（税込）

ア
ー
モ
ス
ト
大
学
と

同
志
社
大
学
の
関
係
史

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編

　
「
八
重
の
桜
」ブ
ー
ム
の
陰
で
忘
れ

ら
れ
た
観
が
あ
る
が
、
今
年
は
徳
富

蘇
峰
生
誕
１
５
０
年
に
当
た
る
。
同

志
社
の
歴
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、

こ
ち
ら
も
、
い
や
、
こ
ち
ら
の
方
こ

そ
も
っ
と
重
視
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

戦
後
書
か
れ
た
徳
富
蘇
峰
論
を
ひ

も
と
く
と
、
同
志
社
外
部
の
人
の
記

述
は
、
ほ
と
ん
ど
新
島
襄
を
無
視
し

て
き
た
。
他
方
、
同
志
社
人
の
徳
富

蘇
峰
論
は
新
島
襄
の
脇
役
と
し
て
蘇

峰
を
扱
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
書

で
は
、
学
校
事
業
家
の
視
点
か
ら
新

島
襄
と
徳
富
蘇
峰
の
２
人
、
年
齢
差

が
20
歳
の
２
人
の
間
に
新
日
本
づ
く

り
で
濃
厚
な
共
鳴
関
係
が
み
ら
れ
た

こ
と
、
新
島
の
死
後
も
蘇
峰
が
同
志

社
に
深
い
思
い
入
れ
を
持
ち
つ
づ
け

た
理
由
を
探
っ
て
い
る
。

　

同
志
社
を
中
退
し
て
熊
本
に
帰
っ

た
徳
富
蘇
峰
の
行
動
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
の
通
説
で
は
、「
民
権
運
動
活

動
家
」と
さ
れ
て
き
た
が
、
本
書
で

は
む
し
ろ「
大
江
義
塾
」を
開
い
た
学

校
起
業
家
で
あ
っ
た
と
み
な
し
、
さ

ら
に
上
京
し『
国
民
の
友
』を
刊
行
し

た
出
版
起
業
家
と
み
な
し
た
。
政
治

活
動
よ
り
も
教
育
事
業
を
介
し
て
の

維
新
社
会
の
改
良
に
使
命
感
を
抱
い

て
い
た
と
論
じ
て
み
た
。
そ
の
と
き

の
理
解
者
で
あ
り
精
神
的
協
力
者
と

し
て
恩
師
新
島
襄
が
い
た
。

　

第
２
部
は「
同
志
社
大
学
設
立
の

旨
意
」策
定
の
舞
台
裏
。
徳
富
蘇
峰

著『
新
日
本
之
青
年
』と
の
強
い
関
連

性
な
ど
に
言
及
。
第
３
部
の
同
志
社

史
研
究
余
滴
で
は
、
蘇
峰
の
新
書
簡

の
紹
介
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

読
み
や
す
い
文
章
に
心
掛
け
て
執
筆

し
た
。 

著
者
よ
り

萌書房
2,730円（税込）

維
新
革
命
社
会
と

徳
富
蘇
峰

伊い

藤と
う

彌や

彦ひ
こ（

大
学
名
誉
教
授
）著

　

現
在
、
民
法
の
抜
本
的
な
改
正
作

業
が
進
行
中
で
あ
る
。
２
０
１
３
年

２
月
に
は
民
法
改
正
中
間
試
案
が
公

表
さ
れ
た
。
本
書
は
、
こ
の
改
正
の

対
象
の
一
つ
で
も
あ
る
相
殺
と
い
う

制
度
を
、
歴
史
的
に
考
察
し
、
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
と
の
比
較
に
お
い
て

検
討
す
る
研
究
書
で
あ
る
。
で
は
、

相
殺
と
は
何
か
。
Ａ
が
Ｂ
に
自
動
車

を
百
万
円
で
売
り
、
Ｂ
に
代
金
を
請

求
し
た
。
こ
の
と
き
、
た
ま
た
ま
Ｂ

が
Ａ
に
対
し
て
五
十
万
円
貸
し
て
い

た
と
す
る
。
Ｂ
が
Ａ
の
請
求
に
対
し

て
貸
金
と
の
相
殺
を
主
張
す
る
と
、

Ａ
は
残
額
の
五
十
万
円
し
か
受
け
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
相
殺

で
あ
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う

だ
が
、
こ
れ
に
第
三
者
が
絡
む
と
や

や
複
雑
に
な
る
。
Ａ
が
Ｂ
銀
行
に
定

期
預
金
を
し
て
い
た
と
す
る
。
他
方
、

Ｂ
銀
行
も
Ａ
に
お
金
を
貸
し
付
け
て

い
た
。
Ａ
が
税
金
を
滞
納
し
た
の
で
、

国
が
税
金
を
取
り
立
て
る
た
め
に
Ａ

の
銀
行
預
金
を
差
し
押
さ
え
て
Ｂ
銀

行
に
預
金
の
払
戻
を
請
求
し
た
。
こ

の
と
き
、
Ｂ
銀
行
は
Ａ
に
貸
し
た
金

と
の
相
殺
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
。
こ
こ
に
国
対
銀
行
の
紛
争
が

生
じ
る
。
か
つ
て
、
こ
の
問
題
を
め

ぐ
っ
て
民
法
学
界
や
銀
行
実
務
界
に

お
い
て
活
発
な
論
争
が
展
開
さ
れ
、

最
高
裁
判
決
も
二
転
三
転
し
た
。
し

か
し
、
当
時
は
相
殺
と
い
う
制
度
の

歴
史
的
・
比
較
法
的
考
察
は
ほ
と
ん

ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
書
に

お
い
て
、
筆
者
は
ロ
ー
マ
帝
国
時
代

の
相
殺
制
度
、
中
世
か
ら
近
世
・
近

代
を
経
て
現
代
に
至
る
ま
で
の
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
相
殺
制
度
を
考
察
し
、

現
代
の
日
本
に
お
け
る
相
殺
に
関
す

る
法
律
問
題
の
解
決
策
を
提
案
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
。

 

著
者
よ
り

成文堂
7,350円（税込）

相
殺
の
構
造
と
機
能

深ふ
か

谷や

格い
た
る（

大
学
司
法
研
究
科
教
授
）著

　

浅
香
正
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
は

昨
年（
２
０
１
２
年
）88
歳
の
米
寿
を

め
で
た
く
迎
え
ら
れ
た
。
先
生
の
、

現
在
に
至
る
ま
で
の
人
生（
教
育
・

研
究
活
動
）の
歩
み
を
集
大
成
さ
れ

た
著
書
が
こ
の
１
冊
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
先
生
の
専
門

領
域
は
ロ
ー
マ
史
で
あ
り
、特
に「
ロ

ー
マ
都
市
の
起
源
と
王
政
」を
め
ぐ

る
極
め
て
専
門
的
な
論
文
、
ま
た
都

市
ポ
ン
ペ
イ
に
つ
い
て
の
長
年
に
わ

た
る
研
究
成
果
等
々
が
こ
の
著
書
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
人
生

の
歩
み　

業
績
録
レ
ー
ス
│
ゲ
ス
タ

エ
』が
示
す
通
り
、
記
述
は
富
山
の

小
・
中
学
校
時
代
の
回
想
か
ら
始
ま

る
。
京
都
大
学
を
卒
業
後
、
同
志
社

高
校
を
経
て
同
志
社
大
学
教
員
と
な

り
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
へ
の
留
学
後
、

文
化
史
学
専
攻
の
中
核
教
員
と
し
て
、

研
究
の
み
な
ら
ず
教
育（
特
に
同
志

社
教
育
）全
般
に
活
躍
を
さ
れ
た
先

生
の
歩
み
、
そ
の
骨
格
が
明
確
に
著

わ
さ
れ
て
い
る
。

　

思
い
返
せ
ば
、
私
自
身
は
先
生
が

ア
メ
リ
カ
留
学
後
の
１
９
７
０
年
代

に
教
育
を
受
け
た
一
人
で
あ
る
。
そ

の
文
化
史
学
概
論
は
歴
史
へ
の
関
心

を
深
め
る
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
ま
た

在
外
研
究
中
の
先
生
ご
夫
妻
を
イ
タ

リ
ア
・
ロ
ー
マ
に
訪
ね
、
多
く
の
遺

跡
を
確
認
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
、

自
分
自
身
の
研
究
の
出
発
点
と
も
な

っ
た
。

　

先
生
ご
自
身
が
あ
と
が
き
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
１
人
の
大
学

教
師
は
一
方
に
お
い
て
教
育
、
他
方

に
お
い
て
研
究
と
い
う
両
面
の
課
題

と
責
務
を
担
っ
て
い
る
」。
そ
の
姿

勢
を
日
々
教
え
ら
れ
た
一
人
と
し
て
、

先
生
に
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ

る
と
と
も
に
、
今
後
と
も
更
に
、
教

育
と
研
究
の
道
を
追
求
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
止
ま
な
い
。

 

太お
お

田た

信の
ぶ

幸ゆ
き（

元
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
長
）

思文閣出版
3,150円（税込）

人
生
の
歩
み　

業
績
録

レ
ー
ス
│
ゲ
ス
タ
エ

│
同
志
社
・
留
学
・
ロ
ー
マ
・
ポ
ン
ペ
イ
│

浅あ
さ

香か

正た
だ
し（

大
学
名
誉
教
授
）著

新 刊 紹 介 新 刊 紹 介



新
刊
紹
介
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ラ
ー
ネ
ッ
ド
は
、
同
志
社
に
は
新

島
襄
と
米
国
伝
道
会
社
と
熊
本
バ
ン

ド
と
い
う
三
つ
の
源
流
が
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る（
同『
回
想
録
』）。
実
際
、

同
志
社
英
学
校
の
第
一
回
の
卒
業
生

15
名
は
全
員
が
熊
本
バ
ン
ド
の
学
生

た
ち
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
従
来
、

同
志
社
の
初
期
の
学
生
に
つ
い
て
は
、

熊
本
バ
ン
ド
の
学
生
だ
け
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
本
書
で
は
、
同
志
社
開

校
時
の
８
名
と
さ
れ
る
学
生
の
う
ち

の
６
名
が
、
Ｊ
・
Ｄ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス

に
従
っ
て
入
洛
し
た
神
戸
か
ら
の
入

学
生
だ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
、
彼

ら
を
熊
本
バ
ン
ド
に
対
す
る
対
立
項

も
し
く
は
並
列
項
と
位
置
づ
け
て

「
神
戸
バ
ン
ド
」と
命
名
す
る
。
さ
ら

に
、
両
バ
ン
ド
の
学
生
達
と
交
流
し

て
い
た
徳
富
猪
一
郎
を
学
生
グ
ル
ー

プ
の
結
節
点
と
位
置
づ
け
る
。
そ
の

よ
う
な
分
析
ツ
ー
ル
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
書
は
初
期
同
志
社
の

学
生
群
像
を
は
じ
め
て
総
合
的
に
描

く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

本
書
に
お
け
る「
神
戸
バ
ン
ド
」に

つ
い
て
、
筆
者
は
、
緩
や
か
な
意
味

で
の「
バ
ン
ド
」で
あ
り
、
便
宜
的
な

呼
称
で
あ
る
、
と
述
べ
る
が（
本
書

34
頁
）、
そ
の
一
方
で
、「
熊
本
バ
ン

ド
」と「
花
岡
山
バ
ン
ド
」を
峻
別
し

た
上
で
、「
熊
本
バ
ン
ド
」の
分
析
に

も
力
を
注
ぎ
、
そ
れ
が
決
し
て
一
体

で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
名
著『
熊
本
バ
ン
ド
研

究
』で
欠
け
て
い
た
個
々
の
メ
ン
バ

ー
の
足
跡
を
も
詳
細
に
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

　

本
書
は
初
期
同
志
社
の
学
生
や
熊

本
バ
ン
ド
、
そ
し
て
彼
ら
の
新
島
観

を
知
る
た
め
に
必
読
の
書
で
あ
る
。

 

大お
お

越こ
し

哲て
つ

仁じ
（
公
益
財
団
法
人
蘇
峰
会
理
事
）

教文館
3,990円（税込）

徳
富
蘇
峰
と
師
友
た
ち

―「
神
戸
バ
ン
ド
」と「
熊
本
バ
ン
ド
」

本も
と

井い

康や
す

博ひ
ろ（

元
大
学
神
学
部
教
授
）著

　

新
島
八
重
に
関
し
て
は
、
昨
年
４

月
に
早
々
と『
新
島
八
重 

愛
と
闘
い

の
生
涯
』（
角
川
選
書
）を
上
梓
し
た
。

そ
れ
に
続
い
て
本
年
４
月
に
は
写
真

集（『
新
島
八
重 

山
本
覚
馬 

新
島
襄

の
幕
末
・
明
治
』中
経
出
版
）も
出
版

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
書
は
私
に

と
っ
て
３
冊
目
の
八
重
本
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
前
著
が
資
料
集
を
兼
ね

た
研
究
書
に
近
い
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た

の
に
対
し
、本
書
は
タ
イ
ト
ル
に「
２

時
間
で
よ
く
わ
か
る
」と
あ
る
よ
う

に
、
一
般
向
け
の
体
裁
・
内
容
に
な

っ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
構
成
も
い
ろ
い
ろ
工
夫

さ
れ
て
お
り
、
最
初
に「
八
重
の
こ

と
ば
」と
し
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形

式
で
八
重
の
回
想
談
か
ら
の
抜
粋
が

置
か
れ
て
い
る
。
続
い
て
プ
ロ
ロ
ー

グ
と
し
て
、「
八
重
の
生
き
方
か
ら
学

ぶ
10
の
ポ
イ
ン
ト
」な
ど
が
並
ん
で

い
る
。
核
と
な
る
伝
記
部
分
は
、
第

１
章 

な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
、
第

２
章 

幕
末
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
、

第
３
章 

ハ
ン
サ
ム
・
ウ
ー
マ
ン
、

第
４
章 

日
本
の
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

の
４
章
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
が
細
か
な
見
出
し
で
短
く
ま

と
め
ら
れ
て
お
り
、
気
楽
に
読
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
な
気
配
り
が
施
さ
れ

て
い
る
。

　

本
書
の
長
所
は
、
単
に
わ
か
り
や

す
い
だ
け
で
は
な
い
。
他
の
八
重
本

よ
り
遅
れ
て
出
た
分
、
本
書
に
し
か

紹
介
さ
れ
て
い
な
い
新
出
資
料（
イ

ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
引
用
、
徳
富
蘇

峰
宛
書
簡
な
ど
）も
少
な
く
な
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
本
よ
り
八
重

の
人
生
が
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
小
説
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
伝
記
と
し
て
書
い

て
い
る
の
で
安
心
し
て
読
ん
で
い
た

だ
き
た
い
。

 

著
者
よ
り

アスコム
1,260円（税込）

２
時
間
で
よ
く
わ
か
る

新
島
八
重

吉よ
し

海か
い

直な
お

人と
（
女
子
大
学
表
象

文
化
学
部
教
授
）著

　

著
者
は
、
学
校
法
人
同
志
社
総
長

で
あ
り
、
我
が
国
を
代
表
す
る
刑
事

法
学
者
で
あ
る
。
こ
の
度
、
喜
寿
を

迎
え
ら
れ
た
の
を
機
に
、
こ
れ
ま
で

の
ご
自
身
の
人
生
行
路
の
歩
み
、
生

き
方
、
学
問
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、

現
職
の
総
長
と
し
て
、
同
志
社
が
目

指
す
べ
き
方
向
を
示
さ
れ
た
の
が
本

書
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
著
者
は
、「
明
日
へ

の
挑
戦
」、「
続
・
明
日
へ
の
挑
戦
」を

著
さ
れ
、
生
き
方
の
指
針
や
同
志
社

の
進
む
べ
き
道
を
示
さ
れ
て
き
た
。

著
者
が
総
長
に
就
任
さ
れ
て
以
降
、

中
・
高
等
学
校
の
統
合
、
小
学
校
・

国
際
学
院
の
開
設
、
大
学
の
新
学
部

設
置
な
ど
の
改
革
が
行
わ
れ
て
き
た

が
、
本
書
に
お
い
て
も
、
そ
の
経
緯

や
目
的
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
本
書
の
最

大
の
特
徴
は
、
著
者
の
人
生
行
路
が

詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
幼
少
の
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
の
来
し
方
を
た
ど
り
、
そ
の
時
々

の
対
処
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
ま
さ
に「
人
生
の
道
し
る
べ
」

で
あ
り
、
読
者
は
、
同
志
社
教
育
の

使
命
と
さ
れ
る「
良
心
に
従
っ
て
生

き
る
自
治
・
自
立
の
人
間
を
目
指
す
」

こ
と
の
大
切
さ
を
心
か
ら
納
得
で
き

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
研
究

活
動
に
つ
い
て
の
部
分
も
、
著
者
は

現
在
で
も
教
科
書
の
改
訂
を
続
け
て

お
ら
れ
る
の
で
、
最
新
の
情
報
が
盛

り
込
ま
れ
て
お
り
、
読
み
ご
た
え
の

あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

同
志
社
総
長
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
取

り
組
ん
で
来
ら
れ
た「
融
和
と
協
調
」

に
基
づ
く「
一
貫
教
育
体
制
の
確
立
」

の
重
要
性
に
つ
い
て
も
余
す
こ
と
な

く
語
ら
れ
て
い
る
。
総
長
先
生
の
フ

ァ
ン
の
方
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
以

外
の
方
々
に
も
広
く
お
勧
め
し
た
い

一
冊
で
あ
る
。

 

川か
わ

本も
と

哲て
つ

郎ろ
う（

大
学
法
学
部
教
授
）

我
が
人
生
、
学
問

そ
し
て
同
志
社

大お
お

谷や

實み
の
る（

学
校
法
人
同
志
社
総
長
）著

成文堂
1,995円（税込）

　

研
究
と
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
こ
の
本
は
オ

リ
ジ
ナ
ル
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
、
は
や
主

張
し
て
20
年
に
も
な
る
で
し
ょ
う
か
。

今
は
大
方
の
人
が
賛
意
を
示
し
て
く

れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
が
、
発
表

し
た
当
初
は
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
。

日
本
語
学
会
で
は
、
京
大
の
Ｋ
先
生

か
ら
、「
何
を
言
っ
と
る
の
か
さ
っ
ぱ

り
わ
か
ら
ん
」と
言
わ
れ
ま
し
た
し
、

大
阪
大
学
の
Ｈ
先
生
か
ら
は「
論
文

不
採
用
」の
手
紙
を
受
け
取
り
ま
し

た
。
全
く
の
逆
風
で
し
た
。

　

こ
の
本
に
対
し
て
、
恩
師
の
島
津

忠
夫
先
生
は「
君
の
言
っ
て
い
る
事

は
、
前
著（『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』）の

段
階
で
、
正
し
い
と
思
っ
て
い
た
。

今
度
、
自
分
の『
百
人
一
首
』を
改
訂

す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
君
の
説
を
使

わ
せ
て
も
ら
い
た
い
」と
の
あ
り
が

た
い
お
手
紙
を
頂
い
た
。
こ
の
ギ
ャ

ッ
プ
が
20
年
の
時
間
差
で
あ
る
。

　

過
日
、『
京
都
新
聞
』に
本
書
を
紹

介
し
て
、「
こ
の
解
釈
を
使
う
と
古
典

の
解
釈
が
変
わ
る
ら
し
い
」と
述
べ

て
お
ら
れ
た
。
う
ん
、
私
の
主
張
の

中
心
は
、
古
典
で
は
、
動
詞「
明
く
」

は
夜
が
明
け
た
意
味
で
は
な
い
。
日

付
が
変
わ
る
意
味（
午
前
３
時
・
真

っ
暗
）だ
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
平

安
時
代
、
男
は
女
の
家
を「
明
け
て
」

離
れ
た
。
そ
の
時
間
帯
が
、
真
っ
暗

か
・
薄
暮
か
。
そ
こ
に
出
て
い
る
月

は「
有
明
の
月
」と
言
う
が
、
暗
い
空

に
出
て
い
た
方
が
い
い
か
、
薄
暮
の

空
に
出
て
い
た
方
が
い
い
か
。
な
ど

な
ど
、
平
安
時
代
の
恋
の
イ
メ
ー
ジ

は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

前
提
と
し
て
、
平
安
時
代
の
恋
は
別

れ
を
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
？　

別

れ
の
時
間
こ
そ
恋
を
し
み
じ
み
と
味

わ
う
時
間
帯
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
今

の
若
者
達
の
恋
と
は
そ
の
点
が
大
い

に
違
い
ま
す
。

 

著
者
よ
り

角川学芸出版
1,785円（税込）

「
暁
」の
謎
を
解
く

│
平
安
人
の
時
間
表
現

小こ

林ば
や
し

賢た
か

章あ
き（

女
子
大
学
表
象

文
化
学
部
教
授
）著

新 刊 紹 介 新 刊 紹 介
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題
名
を『
う
た
の
近
代
―
短
歌
的

発
想
と
和
歌
的
発
想
』と
し
た
の
は
、

私
の
大
学
時
代
の
先
生
で
も
あ
る
白

川
静
の「
歌（
う
た
）」と
は「
拍う

つ
」

「
訴
う
っ
た

う
」（『
字
通
』）と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
近
代
短
歌
を
根
源
の
と
こ
ろ
か
ら

浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
と
思
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
短
歌
の
１
３

０
０
年
余
の
伝
統
の
中
か
ら
、
ど
こ

か
ら「
短
歌
の
近
代
」が
始
ま
り
、「
和

歌
」と「
短
歌
」を
、
何
を
持
っ
て
区

分
け
す
る
か
に
つ
い
て
、
根
源
的
に

か
つ
分
析
的
に
解
析
し
て
お
き
た
い

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
著
書
の
中
で
、「
写
生
と
自

然
」「
短
歌
的
発
想
と
和
歌
的
発
想
」

「
作
品
主
体
と
編
纂
者
主
体
」と
い
う

三
つ
の
発
想
が
一
貫
し
て
あ
り
、
通

底
さ
せ
て
い
る
。

　
「
写
生
と
自
然
」に
つ
い
て
は
、
斎

藤
茂
吉
や
正
岡
子
規
は
勿
論
の
こ
と
、

殊
に
夏
目
漱
石
の「
文
学
論
」や「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
」や「
坑
夫
」を
通
し

て
書
か
れ
た「
写
生
文
」に
注
目
し
て
、

漱
石
の〈
眼
〉の
位
置
で
あ
る
視
座
を

中
心
に
解
読
し
て
い
る
。「
短
歌
的
発

想
と
和
歌
的
発
想
」に
つ
い
て
は
、

「
短
歌
」と「
和
歌
」の
区
別
が
現
在
に

お
い
て
も
曖
昧
な
中
で「
短
歌
的
発

想
」と「
和
歌
的
発
想
」と
し
て
区
分

け
す
る
と
こ
ろ
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
特
に
こ
の
項
に
つ
い
て
は
、
同

志
社
の
創
立
者
で
あ
る
新
島
襄
の

「
和
歌
」と
言
わ
れ
て
い
る
作
品
を
中

心
に
新
し
い
文
学
史
的
な
分
析
を
し

て
い
る
。
ま
た「
作
者
」と「
作
品
」の

間
に
、
発
話
者
と
も
い
う
べ
き「
編

纂
者
主
体
」を
措
定
し
て
論
じ
て
い

る
の
も
こ
の
著
の
特
徴
で
あ
る
。

 

著
者
よ
り

角川学芸出版
5,000円（税込）

う
た
の
近
代

│
短
歌
的
発
想
と
和
歌
的
発
想

安や
す

森も
り

敏と
し

隆た
か（

女
子
大
学
名
誉
教
授
）著

　

１
９
５
３
年
、
ハ
ブ
ル
と
い
う
名

の
ア
メ
リ
カ
人
が
来
日
し
、
翌
年
、

本
学
英
文
学
科
の
教
授
と
な
り
、
１

９
９
３
年
、
林
秋
石
と
い
う
名
の
日

本
人
と
し
て
93
年
の
天
寿
を
全
う
し

た
。
名
物
教
員
に
は
事
欠
か
ぬ
英
文

学
科
だ
が
、
ハ
ブ
ル
先
生
ほ
ど
学
生

を
奮
い
立
た
せ
た
人
物
は
い
な
い
。

な
に
し
ろ
彼
は
、
前
衛
芸
術
が
咲
き

乱
れ
る
パ
リ
の
ア
メ
リ
カ
人
ガ
ー
ト

ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
と
親
交
を
結
び
、

現
代
文
学
の
成
立
現
場
で
鍛
え
上
げ

ら
れ
た
本
物
の
詩
人
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
敗
戦
の
虚
脱
感
の
中
、
魂
の
糧

に
飢
え
て
い
た
英
文
学
科
の
若
者
は
、

彼
の
一
言
一
句
を
貪
る
よ
う
に
吸
収

し
た
。
本
書
を
編
ん
だ
尾
崎
寔
氏
も

そ
の
一
人
な
の
で
あ
る
。

　

詩
人
ハ
ブ
ル
先
生
に
は
、
学
術
的

業
績
は
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か

ら
の
引
用
で
さ
え
、
そ
の
全
作
品
を

そ
ら
ん
じ
る
ハ
ブ
ル
先
生
に
と
っ
て

は
、
自
分
自
身
の
言
葉
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
、
出
典
を
い
ち
い
ち
注
記

し
た
り
す
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。そ
ん
な
ハ
ブ
ル
先
生
を「
学

者
で
は
な
い
」と
疎
ん
じ
る
者
が
同

僚
の
中
に
さ
え
い
た
。
詩
人
は
学
者

よ
り
も
偉
い
と
い
う
こ
と
が
彼
ら
に

は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

天
才
を
知
る
者
は
天
才
の
み
。
ハ

ブ
ル
先
生
を
同
志
社
に
招
い
た
影
の

功
労
者
は
、
畏
友
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

で
も
あ
る
名
著『
現
代
芸
術
の
エ
ポ

ッ
ク
・
エ
ロ
イ
ク
―
パ
リ
の
ガ
ー
ト

ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
』を
書
き
上
げ
て
、

１
９
９
６
年
に
他
界
し
た
金
関
寿
夫

氏
で
あ
っ
た
。
亡
き
ハ
ブ
ル
先
生
の

部
屋
を
片
付
け
て
い
る
と
き
、
英
文

学
科
が
生
ん
だ
孤
高
の
天
才
で
あ
る

金
関
氏
が
残
し
た
つ
ぶ
や
き
が
す
べ

て
を
語
り
尽
く
し
て
い
る
。

「
彼
は
ぼ
く
ら
の
良
心
だ
っ
た
な
」

圓え
ん

月げ
つ

勝か
つ

博ひ
ろ（

大
学
文
学
部
教
授
）

アイリス・プレス
1,300円（税込）

ハ
ブ
ル
に
魅
せ
ら
れ
た

人
た
ち
の
た
め
に

│
現
代
英
米
詩
へ
の
誘
い

リ
ン
ド
レ
ー･

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ･
ハ

ブ
ル〈
林
秋
石
〉（
元
大
学
文
学
部
教
授
）著

尾お

崎ざ
き

寔ま
こ
と（

女
子
大
学
名
誉
教
授
）訳
・
編
著

新 刊 紹 介


