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こ
の
要
求
が
、
矛
盾
律
を
最
後
の
原
則
と
す
る
分
析
論
理
の
満
た
し
得
る
所
で
は
な
い
。
其

の
対
立
が
却
て
統
一
を
成
す
も
の
と
し
て
絶
対
統
一
的
に
把
握
す
る
為
に
は
、
何
等
か
分
析

論
理
を
超
ゆ
る
高
次
の
論
理
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
弁
証
法
」
は
端
的
に
対
立
す
る
も
の

の
統
一
を
思
惟
す
る
論
理
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
「
弁
証
法
」
を
十
分
に
認
め
な
い
限
り
は
、
分

析
論
理
の
、
哲
学
的
方
法
に
対
し
不
十
全
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
思
惟
を
斥
け
、
論
理
的
思

惟
は
対
立
か
ら
対
立
へ
と
動
き
、
常
に
相
対
の
圏
内
を
彷
徨
す
る
も
の
と
考
え
、
斯
る
比
量
的

思
惟
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を
斥
け
て
、

直
感
的
に
相
対
（
自
己
）
の
絶
対
と
合
一
す
る
こ
と
を
以
て
哲
学
の
正
常
な
る
方
法
と
な
す
の

は
自
然
の
事
で
あ
る
。こ
れ
が
「
神
秘
的
方
法
」
で
あ
る
。
哲
学
上
に
於
て
は
、
「
反
省
」
の
間
接

な
る
に
対
し
、
生
の
直
接
の
意
識
を
「
体
験
」
と
称
す
る
が
、
体
験
を
知
識
の
立
場
か
ら
観
て

「
直
観
」
と
い
う
。
神
秘
的
直
観
は
絶
対
と
相
対
と
の
合
一
の
体
験
に
由
る
直
観
で
あ
る
。
そ
れ

は
相
対
の
絶
対
に
対
す
る
対
立
的
独
立
性
を
認
め
な
い
こ
と
に
特
色
を
有
す
る
。
従
っ
て
相
対

な
る
も
の
の
相
対
と
し
て
独
立
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
歴
史
を
否
定
し
文
化
を

否
定
し
て
、
絶
対
に
の
み
真
実
の
存
在
性
を
認
め
、
一
切
相
対
を
此
絶
対
の
統
一
に
吸
収
す
る

傾
向
を
多
か
れ
少
か
れ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
相
対
の
反
省
を
媒
介
す
る
こ
と
な
し

に
、
直
接
に
絶
対
の
統
一
に
於
て
生
き
る
こ
と
を
信
仰
の
内
容
と
す
る
宗
教
と
、
傾
向
上
、
相

一
致
す
る
所
多
き
は
明
で
あ
ろ
う
。 

    

帥  

 

「
三
軍
も
其
の
帥
を
奪
う
べ
し
。
匹
夫
も
其
の
志
を
奪
う
べ
か
ら
ず
。―

論
語
、
子
罕
篇―

」
と

孔
子
も
い
う
て
い
る
が
、
真
に
「
志
」
は
人
生
に
於
け
る
「
帥
」
で
あ
る
。一
体
軍
隊
程
統
制
が
よ

く
取
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
其
の
軍
隊
の
組
織
を
見
る
と
、
統
大
将
（
帥
）
の
下

に
各
種
の
部
隊
長
が
居
り
、
其
の
下
に
多
数
の
兵
士
が
居
る
。
そ
し
て
其
等
の
各
部
分
が
統
帥

の
命
令
意
向
に
よ
っ
て
完
全
に
統
制
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
吾
々
人
生
に
於
て
も
丁
度
之
に
同

じ
関
係
を
「
志
」
と
欲
求
と
の
間
に
於
て
見
得
る
。
次
か
ら
次
と
、
限
り
無
く
生
じ
来
る
欲
求

に
就
い
て
、
之
を
判
断
し
、
取
捨
し
て
、
常
に
人
生
全
体
に
統
制
あ
ら
し
む
る
指
導
力
が
即
ち

「
志
」
な
の
で
あ
る
。だ
か
ら
三
軍
に
於
て
も
若
し
其
の
帥
が
弱
喪
し
た
り
、
正
を
失
し
た
り
し

て
、
そ
の
発
す
る
指
揮
命
令
に
当
を
得
な
い
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
忽
ち
に
し
て
全
体
の
統

制
を
紊
り
、
健
全
有
力
な
る
戦
闘
を
な
し
得
ざ
る
と
同
様
に
、
吾
々
人
生
に
於
て
も
、
「
志
」
が

一
度
弱
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
正
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
り
す
れ
ば
、
忽
ち
に
し
て
其
の
人
格
に
破
綻

を
生
じ
、
或
は
肉
体
的
生
理
の
健
康
を
害
し
、
或
は
精
神
的
性
理
の
道
徳
を
破
る
に
至
る
も
の

で
あ
る
。
而
も
三
軍
の
帥
は
之
を
他
の
力
に
よ
っ
て
奪
う
こ
と
も
改
む
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ

ろ
う
が
、
其
人
の
志
に
至
っ
て
は
其
人
の
自
覚
に
俟
た
ざ
れ
ば
容
易
に
之
を
改
む
る
こ
と
が
出

来
ぬ
。
是
れ
「
匹
夫
も
志
を
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
」
所
以
で
あ
っ
て
、
吾
々
が
如
何
な
る
志
を
持
つ

か
と
い
う
こ
と
は
実
に
吾
が
人
生
を
決
定
す
る
肝
要
要
の
事
な
の
で
あ
る
。
故
に
も
し
一
度
誤

っ
て
正
し
か
ら
ざ
る
志
を
立
つ
る
に
至
ら
ん
か
、
真
に
受
け
難
き
此
の
人
生
を
一
生
棒
に
振
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
吾
々
は
常
に
聖
賢
の
学
を
修
め
、
よ
き
師
友
を
求
め
て
、
断
え
ず
自

己
の
明
徳
を
明
か
に
し
、以
て
立
つ
る
処
の
「
志
」
を
常
に
高
く
正
し
く
持
す
る
よ
う
に
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。 

 

 

神
道
（
十
三
）
（
大
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し
ば
ら
く
は
神
の
本
居
を
た
ち
出
で
て 

 
    

    
 

退
方
の
極
み
道
拓
き
せ
む  

  

私
は
こ
れ
か
ら
西
洋
哲
学
の
歴
史
を
観
て
ゆ
く
の
に
田
辺
元
氏
の
「
哲
学
通
論
」
を
借
り
、
こ

れ
を
主
派
と
し
て
他
の
物
を
附
加
し
、
必
要
に
応
じ
私
の
意
見
を
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。田
辺
氏

の
文
章
は
難
解
の
点
も
あ
る
が
私
は
信
用
す
る
の
で
、
そ
の
意
を
誤
る
の
を
お
そ
れ
て
出
来
る

だ
け
原
文
の
ま
ま
を
用
い
さ
せ
て
貰
う
。 

  

哲
学
は
、
そ
の
立
場
の
必
然
の
要
求
と
し
て
、
其
の
方
法
は
相
対
と
絶
対
と
の
相
即
を
論
理
的

に
媒
介
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
は
単
に
相
対
に
対
立
し
、
之
を
超
越
す
る
の
み

で
は
、
却
っ
て
絶
対
で
な
く
一
の
相
対
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
絶
対
で
あ
る
為
に
は
自
己
に
対
立

す
る
相
対
が
同
時
に
自
己
で
あ
る
と
い
う
対
立
の
統
一
に
於
て
、
相
対
に
対
し
超
越
的
で
あ
る

と
共
に
内
在
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。併
し
内
在
的
と
い
う
の
は
相
対
と
絶
対
と
が
対
立
な
き
一

に
帰
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
斯
か
る
同
一
は
絶
対
の
相
対
に
対
す
る
超
越
対
立
を
廃
棄

す
る
。
内
在
は
超
越
に
即
し
、
対
立
者
の
統
一
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
斯
か
る
対

立
の
統
一
、
相
対
と
絶
対
と
の
超
越
的
内
在
が
論
理
的
に
媒
介
せ
ら
れ
る
こ
と
が
哲
学
的
方
法

の
要
件
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
要
求
が
、矛
盾
律
を
最
後
の
原
則
と
す
る
分
析
論
理
の
満
た
し
得
る
所
で
は
な
い
。
其
の

対
立
が
却
て
統
一
を
成
す
も
の
と
し
て
絶
対
統
一
的
に
把
握
す
る
為
に
は
、
何
等
か
分
析
論

理
を
超
ゆ
る
高
次
の
論
理
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
弁
証
法
」
は
端
的
に
対
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す
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も
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思
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す
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な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
思
惟
を
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を
斥
け

て
、
直
感
的
に
相
対
（
自
己
）
の
絶
対
と
合
一
す
る
こ
と
を
以
て
哲
学
の
正
常
な
る
方
法
と

な
す
の
は
自
然
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
神
秘
的
方
法
」
で
あ
る
。
哲
学
上
に
於
て
は
、「
反

省
」
の
間
接
な
る
に
対
し
、
生
の
直
接
の
意
識
を
「
体
験
」
と
称
す
る
が
、
体
験
を
知
識
の

立
場
か
ら
観
て
「
直
感
」
と
い
う
。
神
秘
的
直
感
は
絶
対
と
相
対
と
の
合
一
の
体
験
に
由
る

直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
対
の
絶
対
に
対
す
る
対
立
的
独
立
性
を
認
め
な
い
こ
と
に
特
色
を

有
す
る
。
従
っ
て
相
対
な
る
も
の
の
相
対
と
し
て
独
立
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る

歴
史
を
否
定
し
文
化
を
否
定
し
て
、
絶
対
に
の
み
真
実
の
存
在
性
を
認
め
、
一
切
相
対
を
此

絶
対
の
統
一
に
吸
収
す
る
傾
向
を
多
か
れ
少
か
れ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
相
対
の

反
省
を
媒
介
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
接
に
絶
対
の
統
一
に
於
て
生
き
る
こ
と
を
信
仰
の
内
容

と
す
る
宗
教
と
、
傾
向
上
、
相
一
致
す
る
所
多
き
は
明
で
あ
ろ
う
。 

―

実
在―

（
二
） 

反
省
の
学 

即
ち
、
一
、
神
秘
的
方
法
、
二
、
反
省
的
方
法
、
三
、
弁
証
（
的
方
）
法
、
の
三
つ
。
そ
し
て
、
二
の

反
省
的
方
法
を
、
イ
、
客
観
主
義
即
ち
存
在
論
的
方
法
、
ロ
、
主
観
主
義
即
ち
認
識
批
判
的
方

法
、
、
ハ
、
客
観
即
主
観
主
義
的
即
ち
解
釈
学
的
方
法
の
三
つ
に
分
つ
。
そ
の
中
ロ
の
認
識
批
判
的

方
法
に
カ
ン
ト
の
先
験
論
方
法
と
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
自
覚
存
在
論
的
方
法
と
を
包
括
す
る
。
更
に

三
の
弁
証
法
を
、
イ
、
観
念
弁
証
法
、
ロ
、
唯
物
弁
証
法
、
ハ
、
絶
対
弁
証
法
の
三
つ
に
分
け
る
の
で

あ
る
。 

神
道
も
暫
く
の
間
、
こ
の
哲
学
的
方
法
に
よ
り
、
哲
学
の
歴
史
の
あ
と
を
調
べ
、
近
代
哲
学
が

そ
の
究
極
と
せ
る
と
こ
ろ
を
探
ね
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 
 

私
が
神
道
を
書
く
所
以
の
も
の
は
、
真
理
は
別
々
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
宇
宙
の
根
元
か

ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
本
来
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
の
宇
宙
人
生
に
於
て
、
そ
の
宗
教
哲

学
思
想
が
異
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、
そ
の
根
源
は
一
つ
で
あ
り
、し
か
も
そ
れ
は
生
命
的

統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
統
一
さ
れ
、
な
お
、
そ
こ
に
根
や
幹
や

枝
や
葉
が
あ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
一
本
の
樹
の
よ
う
に
生
命
的
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
が
明
か
に
さ
れ
て
こ
そ
真
の
宇
宙
と
人
生
の
明
徳
が
明
か
に
さ
れ
、
真
の
大
和
世
界

が
建󠄁
設
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

愚
か
な
れ
ど
も
息
長
く
書
き
つ
づ
け
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。 

一
般
に
認
識
論
上
の
用
語
と
し
て
第
一
次
の
客
観
の
優
先
を
最
後
ま
で
全
面
的
に
固
執
す

る
立
場
を
「
実
在
論
」
と
云
い
、
第
二
次
の
主
観
の
優
先
を
認
め
る
立
場
を
「
観
念
論
」
と
言
う

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
哲
学
上
か
ら
す
れ
ば
、
「
実
在
論
」
は
哲
学
の
否
定
（
神
を
客
観
的
絶
対
的

に
み
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
）
で
あ
り
、
哲
学
は
必
然
的
に
「
観
念
論
」
で
あ
る
。
併
し
、
ま
た
、
「
実

在
論
」
を
排
斥
し
て
し
ま
う
「
観
念
論
」
も
前
述
し
た
如
く
、
そ
の
抽
象
性
に
よ
り
却
て
自
己
を

否
定
し
、
哲
学
を
不
可
能
に
す
る
。
こ
こ
に
於
て
第
三
次
の
反
省
、
即
ち
主
観
客
観
の
統
一
の
立

場
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
於
て
は
単
な
る
主
観
も
単
な
る
客
観
も
否
定
さ
れ
、
超
越
的
全

体
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
実
在
観
念
論
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
と
の
対

立
を
絶
対
否
定
的
に
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
絶
対
反
省
」
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
れ

が
哲
学
上
の
「
絶
対
自
覚
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
「
絶
対
知
」
と
称
し

た
。 フ

ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
え
る
が
如
く
哲
学
は
「
哲
学
に
は
他
の
学
に
於
け
る
が
如
き
意
味

に
於
て
の
始
め
は
無
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
円
環
を
形
造
る
」
も
の
で
、
哲
学
は
、
哲
学
の
方
法
に
関

す
る
論
議
は
哲
学
的
思
索
に
先
だ
っ
て
そ
の
思
索
の
方
法
を
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、一
つ

の
も
の
が
他
の
も
の
の
予
備
的
序
論
を
な
す
如
き
も
の
で
な
く
、
思
索
に
於
て
思
索
の
方
法
を 
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～
第
四
節 

士
た
る
の
生
活
～ 

 

「
十
」
と
「
一
」 

か
く
、
「
志
」
に
よ
っ
て
完
全
に
統
制
せ
ら
れ
た
る
人
格
生
活
を
な
す
者
を
「
士
」
と
言
う
の

で
あ
る
。
今
之
を
説
文
学
的
見
地
よ
り
見
れ
ば
、
「
士
」
は
「
十
」
と
「
一
」
と
の
会
意
文
字
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
十
」
は
数
多
き
欲
求
群
を
指
し
て
い
う
。
次
か
ら
次
と
起
り
来
る
諸
々
の

事
象―

之
に
対
し
て
起
る
欲
求
、
そ
れ
は
生
き
て
行
く
人
間
に
於
い
て
は
実
に
限
り
無
く
生
じ

来
る
「
多
」
で
あ
る
。
こ
の
「
多
」
な
る
欲
求
群
を
「
十
」
を
以
て
現
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の

「
十
」
な
る
欲
求
群
を
よ
く
統
制
し
規
格
し
て
、
生
活
に
礼
あ
ら
し
め
て
行
く
統
一
原
理―

三

軍
の
帥
に
当
る
「
志
」
を
「
一
」
を
以
て
現
わ
す
の
で
あ
る
。
此
の
「
一
」
な
る
「
志
」
に
よ
っ
て

「
十
」
な
る
欲
求
群
が
完
全
に
統
一
せ
ら
れ
て
行
く
と
こ
ろ
に
「
士
」
た
る
の
生
活
が
あ
る
の
で

あ
る
。
「
士
」
を
「
十
」
「
一
」
の
会
意
文
字
を
以
て
表
現
せ
し
東
洋
古
聖
賢
の
深
き
人
生
哲
学

に
、私
は
い
つ
も
な
が
ら
敬
到
止
ま
ざ
る
も
の
で
あ
る
。 

（
註
） 

猶
此
の
「
士
」
を
社
会
的
に
見
れ
は
、
支
那
の
社
会
的
階
級
よ
り
天
子
、
公
卿
、
太
夫
、

士
、
民
と
分
つ
観
念
よ
り
し
て
、
民
衆
の
指
導
者
と
い
う
意
味
に
な
る
。
其
の
場
合
は
民

衆
を
「
十
」
を
以
て
現
わ
し
て
多
数
、
衆
庶
を
意
味
し
、
其
の
上
に
立
つ
指
導
者
を
「
一
」

を
以
て
現
わ
す
。
参
考
に
図
解
す
れ
ば
左
の
如
き
か
。（
図
省
略
） 

 
 
 
 

然
し
其
の
内
面
的
考
察
よ
り
之
を
な
せ
ば
、
苟
く
も
社
会
的
指
導
者
と
し
て
民
衆
を
統

制
指
導
し
て
行
く
程
の
人
物
は
、
其
の
人
格
内
容
に
於
て
「
士
」
た
る
道
義
生
活
を
備

う
る
を
要
す
べ
く
、
こ
の
「
士
」
の
一
字
を
以
て
、
政
治
と
道
徳
＝
「
政
」
「
教
」
両
面
の

消
息
を
教
え
た
こ
と
は
如
何
に
も
含
蓄
的
な
東
洋
思
想
的
で
懐
し
い
こ
と
で
あ
る
。 

   
 

   
   

 

分
散
か
ら
統
一
へ 

 
 

          

三
浦  

夏
南 

 

近
代
の
日
本
、
と
り
わ
け
戦
後
の
我
が
国
は
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
分
割
分
散
を
行
っ
て

来
た
。
家
で
言
え
ば
、
共
同
体
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
一
族
と
し
て
の
家
か
ら
、
所
謂
三
世
帯

家
族
、
三
世
帯
家
族
か
ら
核
家
族
、
最
近
で
は
母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
も
珍
し
く
な
い
し
、
子

供
を
持
た
な
い
夫
婦
の
あ
り
方
ま
で
も
が
宣
伝
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
次
に
待
っ
て
い
る

も
の
は
生
涯
を
独
身
で
終
え
る
者
の
急
増
や
、
生
ま
れ
た
子
供
を
す
ぐ
に
施
設
に
預
け
る
夫

婦
の
常
識
化
な
ど
恐
ろ
し
い
状
態
が
待
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
。
教
育
で
考
え
て
み
て
も
、何
故
あ

れ
ほ
ど
多
く
の
教
科
を
教
え
ら
れ
て
い
た
の
か
不
思
議
な
ほ
ど
で
あ
る
。
国
語
、
数
学
、
理
科
、

社
会
、
英
語
、
技
術
、
体
育
、
美
術
等
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
に
非
日
常
的
で
実
社
会
に
適
さ
な
い
科

目
が
「
基
礎
学
力
」
と
し
て
詰
め
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
子
供
た
ち
の
頭
の
中
が
整
理

が
つ
か
ず
、
混
沌
と
し
て
明
確
な
信
念
、
思
考
力
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
の
も
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
経
済
を
考
え
て
み
て
も
、
極
端
な
分
業
化
専
門
化
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
組
織
の
み
で
生

活
を
営
む
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
自
治
機
能
の
喪
失
で
あ
る
。

相
互
に
依
存
し
、
相
互
に
消
費
し
な
け
れ
ば
、生
き
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
経
済
シ
ス
テ
ム
を

形
成
し
て
し
ま
っ
た
。
宗
教
、
思
想
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
が
、
自
由
と
い
う
よ
り
も

明
確
な
信
仰
を
持
て
ず
ぼ
ん
や
り
と
し
た
唯
物
論
に
支
配
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
ぼ

ん
や
り
と
し
た
唯
物
論
に
支
配
さ
れ
る
の
も
、
思
想
哲
学
が
頭
の
中
に
混
然
と
し
て
い
て
整
理

が
つ
い
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。 

い
く
つ
か
代
表
的
な
事
象
を
取
り
上
げ
た
が
、
我
が
国
が
抱
え
る
問
題
の
共
通
点
は
物
事
を

分
割
し
分
散
さ
せ
す
ぎ
た
結
果
で
あ
る
。
分
散
さ
せ
る
こ
と
は
、
個
人
の
感
覚
で
言
え
ば
楽
で

あ
り
、
為
政
者
の
側
か
ら
し
て
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
状
態
を
生
む
が
、
そ
れ
は
同
時
に
自

主
独
立
の
放
棄
で
あ
る
。
統
合
統
一
へ
の
道
は
苦
し
み
を
伴
う
が
、
自
立
へ
と
つ
な
が
る
唯
一
の

道
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
妻
を
持
た
ず
、
独
り
身
で
い
る
こ
と
は
家
族
を
持
つ
人
に
比
べ

て
気
が
楽
か
も
し
れ
な
い
。核
家
族
の
人
か
ら
言
え
ば
、
親
と
暮
ら
す
よ
り
は
楽
か
も
し
れ
な
い
。

三
世
帯
家
族
か
ら
言
え
ば
、
一
族
の
中
で
暮
ら
す
よ
り
は
多
分
苦
労
し
な
く
て
済
む
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
族
で
暮
ら
せ
ば
、自
分
た
ち
が
食
べ
る
も
の
を
自
分
た
ち
で
作
っ
て
尚
時
間
が
余
る

か
も
し
れ
な
い
。
三
世
帯
で
暮
ら
せ
ば
、
子
供
の
面
倒
は
祖
父
母
に
任
せ
て
、
保
育
園
に
子
供
を
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預
け
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
。
気
苦
労
、
軋
轢
は
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
間
違
い
な
く
家
は

強
く
豊
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
気
苦
労
、軋
轢
の
な
か
で
皆
が
和
合
し
て
生
活
し
、

協
働
で
き
る
よ
う
に
、礼
楽
、祭
祀
、
倫
理
等
古
の
人
が
大
切
に
し
て
き
た
も
の
が
生
ま
れ
て
来

た
の
で
あ
る
。
我
々
近
代
の
人
間
は
、
一
身
の
安
楽
の
為
に
礼
楽
を
捨
て
、
祭
祀
を
簡
略
化
し
、

倫
理
を
あ
い
ま
い
に
し
て
、
統
合
か
ら
分
散
へ
の
道
を
走
っ
て
来
た
。
そ
の
結
果
虚
し
い
物
質
的

繁
栄
は
手
に
入
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
誰
も
独
立
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
資
本
主
義
経
済
下

の
中
で
誰
し
も
が
マ
ネ
ー
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
今
こ
そ
我
々
は
独
立
と
誇
り
の
為
に

立
ち
上
が
り
、
祖
先
が
大
切
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
礼
楽
、祭
祀
、
倫
理
を
自
ら
の
家
に
確
立
し
、

家
族
の
確
執
を
昇
華
し
て
、
一
族
再
建󠄁
、
共
同
体
再
生
の
く
に
づ
く
り
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら

な
い
。 

                   
 

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

苦
労
し
て
完
成
さ
せ
た
灌
水
設
備
で
水
や
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
喜
ん
で
い
た
の
も

つ
か
の
間
、
三
年
前
の
西
日
本
豪
雨
を
想
起
さ
せ
る
長
雨
が
始
ま
り
ま
し
た
。
日
照
り
が
続
い

て
い
た
頃
は
、
雨
が
待
ち
遠
し
く
、
恵
み
の
雨
を
期
待
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
も
長
く
続
く
と

病
気
の
原
因
に
な
り
心
配
で
す
。
日
本
の
農
業
は
海
外
と
比
べ
て
農
薬
の
使
用
率
が
高
く
、
そ

の
理
由
は
高
温
多
湿
の
気
候
で
病
害
虫
の
被
害
に
遭
い
や
す
い
か
ら
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。雨
上
が
り
に
は
防
除
を
行
い
、丁
寧
に
作
物
を
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
月
は
日
照
り
や
長
雨
、
風
に
よ
る
影
響
を
受
け
な

が
ら
も
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
は
安
定
し
て
朝
夕
正
品
だ
け

で
七
、
八
キ
ロ
収
穫
で
き
て
い
ま
す
。
里
芋
も
ぐ
ん
ぐ

ん
と
育
ち
、
頻
繁
に
畝
間
灌
水
し
て
い
た
お
陰
か
今
で

は
私
達
の
頭
を
優
に
超
え
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
背
丈

に
ま
で
伸
び
て
い
ま
す
。
村
の
方
か
ら
も
、
「
立
派
に
で

き
て
い
る
か
ら
収
穫
が
楽
し
み
だ
ね
」
と
お
褒
め
の
言

葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
来
月
か
ら
は
そ
の
里
芋
も
い

よ
い
よ
収
穫
が
で
き
そ
う
で
す
。
ネ
ギ
も
多
少
柔
ら
か

く
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、
カ
ル
シ
ウ
ム
等
の
微
量
要
素
を

し
っ
か
り
と
加
え
て
い
た
お
陰
で
、
き
れ
い
な
状
態
の

も
の
が
収
穫

で
き
て
い
ま
す
。
周
り
の
農
家
さ
ん
か
ら
話
を
伺
う

と
、
長
雨
に
や
ら
れ
て
野
菜
が
収
穫
で
き
ず
に
困
っ
て

い
る
と
聞
き
ま
す
。
窒
素
・
リ
ン
酸
・
カ
リ
と
い
う
野
菜

を
大
き
く
育
て
る
た
め
の
肥
料
だ
け
で
な
く
、
力
強

く
、
丈
夫
な
作
物
に
す
る
た
め
の
カ
ル
シ
ウ
ム
等
微
量

要
素
を
入
れ
て
育
て
て
い
た
こ
と
が
、
今
回
の
よ
う
な

非
常
事
態
に
良
い
結
果
と
し
て
現
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。 

 

最
近
は
、
晴
れ
た
日
に
は
農
作
業
に
明
け
暮
れ
、雨
の
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日
に
は
今
後
栽
培
を
検
討
し
て
い
る
穀
物
の
育
て
方
・
加
工
法
を
本
で
学
ん
で
い
ま
す
。
ま
さ

に
お
天
道
様
と
と
も
に
生
活
し
、
晴
耕
雨
読
の
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
農
業
を

し
て
い
る
と
仕
事
が
大
き
く
天
候
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
自
ず
と
そ
の
日
の
気
温
や
風
に
敏
感

に
な
り
ま
す
。
天
気
と
い
う
一
個
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
に
対
し
て
祈
り
、
そ
の

恩
恵
に
よ
っ
て
で
き
た
作
物
に
感
謝
し
て
お
祭
り
を
す
る
こ
と
は
、
古
人
に
と
っ
て
何
も
特
別

な
も
の
で
は
な
く
、
ご
く
当
た
り
前
の
発
想
な
の
だ
と
、

帰
農
し
て
始
め
て
気
が
付
き
ま
し
た
。朝
夕
の
家
族
揃

っ
て
の
参
拝
の
後
、
長
男
が
神
棚
を
見
上
げ
て
「
神
様

が
喜
ん
ど
る
」
と
呟
い
て
い
ま
し
た
。
き
っ
と
神
様
も
私

達
の
こ
と
を
見
守
っ
て
、
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
、
明
日
か
ら
も
日
々
の
仕
事
に
全
力
で
打
ち

こ
み
ま
す
。 

               

  

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
先 

 

「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」 

 

愛
媛
銀
行
・
本
町
支
店
・
普
通
預
金 

 

口
座
番
号 

６
１
４
２
７
３
５ 

  


