
「
近
代

化
」
と
近
代
化

　
i
法
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
ー

黒

木

三

B良

一
、
日
本
社
会
の
「
近
代
化
」
は
な
ぜ
真
の
近
代
化
を
達
成
し
な
か
っ
た

カ・

二
、

市
民
革
命
の
不
徹
底
と
封
建
的
反
動
的
要
素
の
温
存

日
本
資
本
主
義
の
二
重
構
造
と
外
国
法
の
継
受

近
代
的
”
市
民
的
財
産
交
換
法
の
体
系

半
封
建
的
土
地
所
有
”
家
父
長
制
家
族
法
の
体
系

日
本
帝
国
主
義
と
貧
乏
物
語

国
家
権
力
と
林
野
制
度

官
有
地
囲
い
込
み
と
森
林
盗
伐
お
よ
び
払
下
運
動

官
有
森
林
原
野
の
地
所
ま
た
は
立
木
竹
の
証
拠
に
よ
る
引
戻

　
三
）

　
　
「
近
代
化
」
と
近
代
化

（
明
二

三
、

四
、

引
戻
請
求
手
続
（
明
三
〇
）

国
有
土
地
森
林
原
野
下
戻
法
（
明
三
二
）

部
落
有
林
野
統
一
政
策
（
明
四
三
～
昭
一
四
）

地
主
“
小
作
制
度
と
山
林
大
地
主
（
米
騒
動
と
入
会
闘
争
）

天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
「
家
」
制
度

明
治
家
族
法
の
制
定
と
「
家
」
制
度
の
確
立

民
法
典
論
争
の
性
格
と
旧
民
法
の
施
行
延
期

臨
時
法
瓢
審
議
会
と
臨
時
教
育
会
議

「
家
」
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
近
代
家
族
へ
の
イ
メ
ー
ジ

社
会
主
義
思
想
と
民
主
々
義
法
学
の
潮
流

近
代
化
”
民
主
々
義
化
を
阻
止
す
る
権
力
と
促
進
す
る
民
主
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



五
、

　
　
「
近
代
化
」
と
近
代
化

末
弘
・
穂
積
・
平
野
の
法
学
方
法
論

外
国
法
思
想
（
と
く
に
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
・
ウ
エ
ー
バ
ー
・

　
主
義
）
の
影
響

近
代
化
の
挫
折

現
代
法
に
お
け
る
「
近
代
化
」
の
諸
問
題

「
近
代
化
」
は
国
独
資
に
奉
仕
す
る

真
の
近
代
化
は
民
主
々
義
の
徹
底
を
意
味
す
る

近
代
化
を
担
う
主
体
性
の
間
題

マ
ル
ク
ス

　
最
初
、
私
に
対
し
て
家
族
と
土
地
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
い
う
注
文
が

あ
っ
た
の
で
少
し
考
え
て
お
り
ま
す
う
ち
に
、
こ
の
レ
ジ
メ
に
も
書
ぎ
ま

し
た
よ
う
に
、
非
常
に
大
風
呂
敷
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
反
っ
て
近
代

化
と
い
う
意
味
が
良
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
最
近
は
非
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
近
代
化
の
研
究
が
広
汎
に
進
ん
で
お
り
ま
し
て
、
文
部
省
の
方
で
も
、

近
代
化
の
課
題
に
つ
い
て
、
三
年
継
続
の
特
定
研
究
を
い
く
つ
か
の
部
門

で
か
な
り
多
額
な
研
究
費
を
支
出
し
て
お
り
ま
す
。
本
学
で
も
比
研
で
数

年
に
わ
た
っ
て
近
代
化
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、
い
ま
最
後
の
し
め
く
く
り

の
段
階
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
Q
こ
こ
で
、
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

「
近
代
化
」
と
書
き
ま
し
た
の
は
、
中
村
（
吉
）
先
生
が
よ
く
「
括
弧
つ
き

の
近
代
化
」
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
り
ま
す
の
で
、
私
も
そ
れ
を
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

似
し
ま
し
て
「
近
代
化
」
と
い
う
も
の
と
、
括
弧
の
な
い
近
代
化
と
い
う

も
の
と
を
比
べ
て
み
ま
す
と
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
、
日
本
の
近
代
化
は
も
ち
ろ
ん
明
治
維
新
ー
そ

れ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
政
治
学
的
に

も
経
済
の
分
野
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ー
所
詮
は
封
建
的
な
諸
制
度

が
近
代
化
さ
れ
た
出
発
点
は
確
か
に
明
治
維
新
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
戦
後
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
し
い
目
本
国
憲
法
と

大
日
本
帝
国
憲
法
と
を
比
べ
て
み
た
場
合
に
、
ど
ち
ら
が
一
体
近
代
的
な

憲
法
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
当
然
に
日
本
国
憲
法
、
戦
後
の
日
本

国
憲
法
の
方
が
近
代
的
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
民
法
を
取

り
あ
げ
て
み
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
財
産
法
の
方
は
殆
ん
ど
全
く
改
正
さ
れ

て
い
な
い
の
で
す
が
、
家
制
度
を
廃
止
し
て
近
代
的
な
家
族
法
を
戦
後
樹

立
し
た
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
た
し
か
に
戦
前
と
戦
後
を
比
較

し
て
み
た
場
合
に
、
戦
後
の
方
が
近
代
的
で
あ
る
、
近
代
法
が
家
族
法
の

分
野
で
戦
後
に
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
だ

と
思
う
の
で
す
。
私
は
以
前
に
「
婚
姻
法
の
近
代
化
」
と
い
う
本
を
書
ぎ



ま
し
た
時
に
も
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
最
も
近
代
的
な
家
族
法
を
確
立

し
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

書
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
一
体
そ
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
を

ど
う
い
う
風
に
理
解
す
る
の
か
、
は
た
し
て
そ
れ
で
は
私
が
今
申
し
ま
し

た
戦
後
を
戦
前
と
比
べ
て
み
た
場
合
、
近
代
化
が
異
質
な
も
の
で
あ
る

か
、
戦
前
と
戦
後
と
は
異
質
の
近
代
化
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
と
、
「
括
弧
つ
き
の
近
代
化
」
が
戦
前
の
絶
対
主
義
的
な
天
皇
制
権
力

に
支
え
ら
れ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
括
弧
つ
き
の

近
代
化
」
で
あ
っ
て
、
戦
後
は
括
弧
が
取
れ
た
の
か
、
ど
い
う
間
題
に
突

き
当
る
わ
け
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
益
々
私
は
混
乱
し
て
く

る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
戦
後
ま
も
な
く
日
本
国
憲
法
に
対
し
て
、
こ
れ
は

占
領
軍
が
押
し
つ
け
た
ん
だ
か
ら
と
い
う
憲
法
改
正
論
議
が
行
な
わ
れ
、

或
い
は
家
族
法
の
分
野
に
お
い
て
も
家
族
制
度
復
活
論
と
い
う
も
の
が
行

な
わ
れ
て
ぎ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
問
題
と
関
連
し
て
、
戦
後
の
憲

法
改
正
論
的
な
意
見
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
諸
勢
力

は
、
戦
前
と
の
関
係
を
一
体
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
戦
前
か
ら

の
連
続
性
あ
る
い
は
断
絶
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
特
殊
目
本
的
な
家
族
関
係
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
家
族
制
度
と
い

　
　
　
　
「
近
代
化
」
と
近
代
化

う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
そ
の
連
続
を
考
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

点
が
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
よ
っ

て
、
日
本
は
国
体
が
変
革
し
た
、
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
御
承
知
の
よ
う
に
昭
和
二
十
一
年
の
日
本
国
憲
法
の
審
議
に
際
し

て
、
衆
議
院
で
吉
田
首
相
は
「
皇
室
と
国
民
と
の
間
に
は
何
等
の
区
別
も

な
く
い
わ
ゆ
る
君
臣
一
如
で
あ
り
ま
す
。
君
臣
一
家
で
あ
り
ま
す
。
国
体

は
新
憲
法
に
よ
っ
て
毫
も
変
更
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
・
」
と
い
う

こ
と
を
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
確
に
戦
後
農
地
改
革
な
ど

に
よ
り
ま
し
て
前
近
代
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
て
お
り
ま
す
物
質
的

な
基
盤
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
財
閥
解
体
な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
昭
和
三
十
年
に
は
既
に
戦
前
の
国
独
資
の
最
高
の
段
階
に
ま
で

資
本
の
集
中
も
生
産
力
も
達
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
そ
う
し
ま
す
と
、

現
代
の
国
独
資
段
階
に
お
け
る
法
体
制
に
お
い
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
近
代
法
、
或
は
そ
れ
は
近
代
法
で
は
な
い
の
か
ど
う
か
、
或
は
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
い
い
の
か
。
現
代
法
と
い
う
言
葉
が
最
近

よ
く
つ
か
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
現
代
法
と
い
う
言
葉
を
使
う
場

合
に
は
、
近
代
化
が
終
っ
て
現
代
法
に
移
っ
て
い
っ
た
の
か
ど
う
か
。
さ

き
ほ
ど
宮
坂
さ
ん
の
報
告
の
中
に
も
甲
斐
さ
ん
や
稲
本
さ
ん
の
報
告
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
「
近
代
化
」
と
近
代
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
で
近
代
化
と
い
う
も
の
を
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
論
議
が
問
題
と
し
て
出
さ
れ
ま
し
た
し
、
又
そ
れ
に
対
す
る
評
価
も
加

え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
近
代
化
と
い
う
こ
と
を

移
行
過
程
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
、
勿
論
そ
の
前
近
代
性
を
越
え
て
近
代

的
な
諸
制
度
が
整
備
さ
れ
て
く
る
過
程
、
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
も
の
を
考
え

て
、
こ
の
近
代
化
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
近
代
化
の
終
極
は
一
体
何
な
の

か
。
近
代
化
の
終
極
は
、
こ
れ
を
近
代
法
の
確
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

か
。
近
代
化
で
す
か
ら
、
化
で
す
か
ら
こ
れ
は
プ
ロ
セ
ス
な
ん
で
す
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
も
、
そ
う
す
る
と
そ
の
化
と
い
う
も
の
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
近
代
、
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
法
が
出
来
あ
が
れ
ば
近
代
化
は
終
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
近
代
法
か
ら

現
代
法
へ
の
過
渡
期
も
含
ま
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
の
辺
が
私
に
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
Q
以
上
の
よ
う
に
私
は
最
初
に
私
の
問
題
意

識
を
申
し
あ
げ
て
、
こ
の
レ
ジ
メ
に
従
っ
て
進
め
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
Q　

ま
ず
最
初
に
、
目
本
の
社
会
の
そ
の
「
括
弧
つ
ぎ
の
近
代
化
」
は
な
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
の
近
代
化
を
達
成
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
さ
き
ほ
ど
の
中
村

先
生
の
御
報
告
に
関
連
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
天
皇
制
機
構

を
と
り
ま
く
諸
制
度
の
確
立
と
い
う
も
の
が
確
か
に
日
本
の
近
代
化
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

め
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
結
局
は
真
の
近
代
化
と
し
て
で

な
く
近
代
化
か
ら
括
弧
が
取
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
初
め
に
問
題
に

な
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
レ
ジ
メ
に
市
民
革
命
の
不
徹
底

と
封
建
的
反
動
的
要
素
の
温
存
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
い
た
し
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
別
に
、
御
説
明
申
し
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す

が
、
結
局
は
封
建
的
な
諸
勢
力
と
い
う
も
の
が
、
半
封
建
的
な
下
か
ら
の

勢
力
に
よ
っ
て
完
全
に
は
打
倒
さ
れ
な
か
っ
た
、
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
く

て
天
皇
制
国
家
の
形
成
過
程
の
中
で
、
封
建
的
な
支
配
層
が
指
導
権
を
握

っ
て
天
皇
制
国
家
の
指
導
的
な
役
割
を
果
そ
う
と
い
う
意
図
の
下
に
妥
協

の
産
物
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
結
局
は
封
建
的
な
要
素

が
温
存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
終
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と

思
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
Q
そ
の
結
果
、
当
然
に
日
本
の
資
本
主

義
は
所
謂
二
重
構
造
的
な
社
会
構
造
を
も
つ
に
至
る
わ
け
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
な
か
で
と
り
あ
え
ず
、
西
欧
先
進
諸
国
の
市
民
法
体
系
を
日
本

に
摂
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
し

て
、
最
初
は
フ
ラ
ン
ス
を
、
御
承
知
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
模
範
と

い
た
し
ま
し
た
敷
写
民
法
の
作
成
や
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
の
制
定
公
布
と

い
う
過
程
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
研
究
と
い
う
も
の
も
進



ん
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
所
謂
民
法
典
論
争
の
過
程
を
経
て
結
局
は
ド
イ

ツ
民
法
の
体
系
を
日
本
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
忘
れ
な
い
う
ち
に
一
寸
申
し
て
お
き
た
い
ん
で
す
け
ど
も
、

こ
の
近
代
的
な
外
国
法
を
日
本
に
継
受
し
た
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
近
代

的
な
諸
制
度
の
整
備
の
中
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
す
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
法
の
担
い
手
と
い
い
ま
す
か
或
い
は
法
を
推
進
し
て
い
く
勢

力
と
い
い
ま
す
か
或
い
は
そ
の
、
も
う
一
つ
の
上
部
構
造
で
あ
る
政
治
権

力
の
性
質
、
あ
る
い
は
そ
の
経
済
的
な
土
台
の
生
産
関
係
は
如
何
な
る
生

産
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
、
そ
の
関
連
が
結
局
は
近
代
化

を
推
進
又
は
こ
の
障
碍
と
な
る
と
い
う
条
件
が
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
な
ん
か
で
は
、
既
に
一
八
四
七
年
に
一
九
九
三
ケ
条
か
ら
な
る

民
法
典
を
公
布
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
一
八
四
七
年
と
申
し
ま
す

と
我
国
で
は
外
国
船
が
し
き
り
に
往
来
し
て
お
り
ま
し
た
し
、
英
仏
に
対

し
て
島
津
藩
が
琉
球
を
開
港
し
た
弘
化
四
年
に
当
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

勿
論
こ
れ
は
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
に
於
て
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
土
着
民
に
対
し
て

適
用
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
確
か
に
こ
れ
は
オ
ラ
ン

ダ
の
支
配
の
道
具
と
し
て
民
法
典
が
制
定
さ
れ
、
更
に
近
代
的
な
刑
法
典
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も
一
八
六
六
年
に
は
立
法
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
植
民
地

的
な
支
配
の
道
具
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
で
近
代
的
“
市
民
的
財
産
交
換
法
の
体
系
と
書
い
て
お

り
ま
す
が
、
そ
れ
は
目
本
が
近
代
化
を
進
め
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
資

本
主
義
的
な
生
産
関
係
を
樹
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

身
分
階
層
制
を
廃
棄
し
て
商
品
交
換
の
担
い
手
と
し
て
の
自
由
平
等
独
立

な
法
的
人
格
を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
財
産

法
の
面
に
お
き
ま
し
て
は
、
民
法
典
の
成
立
を
急
い
だ
と
い
う
こ
と
は
必

然
的
な
要
請
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、

一
方
に
お
ぎ
ま
し
て
は
さ
き
ほ
ど
中
村
先
生
が
土
地
の
私
的
所
有
権
の

確
立
と
い
う
こ
と
が
近
代
化
の
一
つ
の
大
き
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
と

い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
れ
は
、
そ
の
前

提
と
し
て
半
封
建
的
な
土
地
所
有
と
し
て
の
事
実
関
係
を
そ
の
ま
ま
に
し

た
上
で
、
地
券
の
交
付
を
し
た
。
例
え
ば
、
地
頭
の
支
配
地
域
に
お
ぎ
ま

し
て
は
、
地
頭
に
地
券
の
交
付
を
す
る
、
或
い
は
小
作
関
係
の
あ
る
と
こ

ろ
で
は
主
と
し
て
上
級
所
有
権
者
す
な
わ
ち
地
代
収
取
権
者
に
対
し
て
地

券
を
渡
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
一
方
で
は
民
有
と
し
て
の
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証
拠
の
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
は
全
部
没
収
し
て
し
ま
っ
て
官
有
地
に

し
て
し
ま
う
。
明
治
政
府
の
近
代
的
土
地
所
有
政
策
が
民
衆
か
ら
離
れ
た

と
こ
ろ
で
形
成
さ
れ
て
ぎ
た
と
い
う
点
、
こ
れ
は
私
は
必
ず
し
も
形
式
的

に
は
確
か
に
括
弧
つ
き
の
「
近
代
化
」
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
実

質
的
に
は
近
代
化
の
障
碍
を
な
し
た
と
い
う
風
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
で
一
方
、
家
制
度
の
面
に
お
き
ま
し
て
は
、
戸
長
役
場

を
設
け
て
戸
主
に
統
率
さ
れ
る
戸
籍
制
度
を
確
立
す
る
と
い
う
明
治
四
年

の
戸
籍
法
以
来
、
こ
の
家
制
度
を
徐
々
に
整
備
し
て
い
っ
て
、
結
局
は
明

治
民
法
の
制
定
に
よ
っ
て
家
制
度
が
確
立
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
日
本
の
帝
国
主
義
は
、
一
方
で
は
富
国
強

兵
政
策
に
支
え
ら
れ
、
強
大
な
天
皇
制
国
家
権
力
の
確
立
と
な
り
、
海
外

へ
向
っ
て
む
し
ろ
帝
国
主
義
的
な
植
民
政
策
、
領
土
拡
張
政
策
、
あ
る
い

は
海
外
に
移
民
す
る
こ
と
を
す
す
め
て
海
外
雄
飛
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

云
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
同
時
に
独
占
資
本
の
要
求
で
あ
っ
た
、

そ
れ
は
国
家
権
力
を
背
景
と
し
た
国
威
の
発
揚
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

ま
た
一
方
で
は
、
日
本
の
労
働
者
か
ら
あ
く
な
き
搾
取
を
続
け
る
と
い
う

横
山
源
之
助
の
「
日
本
之
下
層
社
会
」
や
「
職
工
事
情
」
或
い
は
河
上
肇

の
「
貧
乏
物
語
」
や
、
近
く
は
「
農
民
哀
史
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
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も
出
て
お
り
ま
，
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
悲
惨
な
庶
民
生
活
に
あ
ら
わ
れ

た
階
層
分
化
を
促
進
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
レ
ジ
ュ
メ
の
「
二
」
に
入
り
ま
し
て
、
国
家
権
力
と
林
野
制

度
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
非

常
に
広
大
な
面
積
に
わ
た
る
官
有
地
の
囲
い
込
み
を
や
り
ま
し
た
た
め

に
、
従
来
そ
の
地
域
の
農
民
が
立
入
使
用
し
て
お
り
ま
し
た
林
野
が
国
家

権
力
に
よ
っ
て
囲
い
込
ま
れ
ま
し
た
た
め
に
非
常
に
厳
し
い
監
視
が
な
さ

れ
、
今
ま
で
慣
習
的
に
入
山
し
て
お
り
ま
し
た
所
謂
、
入
会
慣
習
を
断
絶

し
よ
う
と
す
る
無
茶
苦
茶
な
暴
挙
を
国
家
権
力
に
よ
っ
て
為
し
遂
げ
よ
う

と
す
る
。
そ
こ
で
農
民
と
し
て
は
生
活
権
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
当
然
に
自
然
と
官
憲
の
目
を
盗
ん
で
森
林
盗
伐
を
し
た
り
、
草
を
刈

り
に
行
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
農
民
と
し
て
の
生
活
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
勿
論
合
法
的
に
組
織
的
な
払
下
運
動
も
行
な
う
。
そ

こ
で
政
府
と
い
た
L
ま
し
て
は
、
そ
れ
を
ど
う
し
て
も
押
え
る
こ
と
が
で

ぎ
ま
せ
ん
の
で
、
「
官
有
森
林
原
野
の
地
所
又
は
立
木
竹
の
証
拠
に
よ
る

引
戻
」
と
い
う
も
の
を
明
治
二
三
年
に
出
し
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
明
治
三

〇
年
に
は
「
引
戻
請
求
手
続
」
、
明
治
三
二
年
に
は
「
国
有
土
地
森
林
原

野
下
戻
法
」
と
い
う
も
の
を
時
限
立
法
と
し
て
制
定
し
ま
し
て
、
合
法
的



手
段
を
農
民
に
与
え
る
。
こ
れ
は
農
民
の
下
か
ら
の
突
き
上
げ
に
対
し
て

抵
抗
で
き
な
く
な
っ
た
為
に
、
こ
う
い
う
一
連
の
政
策
立
法
を
作
っ
て
く

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
現
実
に
は
ア
メ
を
与
え
て
お
い
て
そ
の
効
果
を

最
小
限
に
止
め
さ
せ
る
。
結
局
は
合
法
的
に
収
奪
し
、
農
民
の
抵
抗
を
和

げ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
一
方
に
お
き
ま
し
て
は
、

明
治
四
三
年
か
ら
初
め
ら
れ
た
部
落
有
林
野
統
一
政
策
に
よ
る
公
有
地
化

が
す
す
め
ら
れ
る
。
そ
の
前
に
明
治
一
二
年
に
市
制
町
村
制
が
施
行
さ
れ

る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
土
地
所
有
権
の
近
代
化
政
策

は
農
民
か
ら
土
地
の
現
実
的
所
有
を
否
定
し
部
落
の
住
民
が
入
会
的
に

共
有
し
て
い
る
林
野
を
公
有
地
と
し
て
囲
い
込
ん
で
し
ま
お
う
と
す
る
政

策
を
行
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
一
連
の
林
野
政
策
と
同
時
に
、

又
一
方
で
は
農
地
に
対
し
ま
し
て
も
、
農
地
が
土
地
の
私
権
の
対
象
と

な
り
ま
す
か
ら
、
次
第
に
農
地
の
集
積
を
強
め
て
ま
い
り
ま
し
て
農
地
に

対
す
る
寄
生
地
主
、
或
い
は
不
在
地
主
制
と
い
う
の
が
形
成
さ
れ
て
く
る

の
で
あ
り
ま
す
。
当
然
そ
こ
に
は
小
作
料
の
苛
敏
訣
求
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
し
て
、
さ
き
ほ
ど
中
村
先
生
の
御
報
告
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
大

正
七
年
の
米
騒
動
を
初
め
と
い
た
し
ま
し
て
小
作
争
議
が
頻
発
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
Q
又
一
方
で
は
、
入
会
闘
争
と
ゆ
5
も
の
に
よ
っ
て
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農
民
が
農
民
み
ず
か
ら
の
権
利
を
守
る
運
動
に
入
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
な
お
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
民

法
の
規
定
の
中
に
あ
り
ま
す
永
小
作
権
の
規
定
、
民
法
二
七
四
条
か
ら
二

七
六
条
に
か
け
て
の
規
定
な
ど
は
極
め
て
小
作
人
に
と
り
ま
し
て
は
苛
酷

き
わ
ま
り
な
き
規
定
で
あ
り
ま
し
て
、
永
小
作
人
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て

収
益
に
損
失
を
受
け
た
と
き
で
も
小
作
料
の
免
除
や
減
額
は
請
求
で
き
な

い
、
と
か
或
い
は
不
可
抗
力
即
ち
天
災
地
変
に
よ
っ
て
三
年
以
上
全
く
収

益
を
得
な
か
っ
た
と
か
五
年
以
上
小
作
料
よ
り
も
少
い
収
益
を
得
た
と
き

は
、
そ
の
永
小
作
権
を
放
棄
し
て
も
よ
ろ
し
い
、
要
す
る
に
小
作
人
に
立

ち
退
け
と
い
う
規
定
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
更
に
そ
の
次

に
は
二
年
以
上
小
作
料
の
支
払
を
怠
っ
た
場
合
に
は
当
然
に
地
主
は
永
小

作
権
の
消
滅
を
請
求
で
き
る
ん
だ
、
こ
う
い
う
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
、

せ
っ
か
く
物
権
と
し
て
の
永
小
作
権
の
規
定
を
設
け
て
お
り
ま
し
て
も
、

実
際
は
決
し
て
賃
借
小
作
よ
り
も
強
い
権
利
が
保
障
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
地
主
が
新
し
く
永
小
作
権
の
設
定

契
約
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
た
く
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ほ

と
ん
ど
全
て
賃
借
小
作
で
あ
る
。
明
治
民
法
以
前
か
ら
ど
ち
ら
か
わ
か
ら

な
い
と
い
う
よ
う
な
小
作
権
に
つ
い
て
は
、
ま
あ
明
治
民
法
に
よ
っ
、
て
永
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小
作
権
と
推
定
を
す
る
。
こ
れ
も
、
最
長
五
十
年
で
あ
σ
ま
す
か
ら
、
確

か
昭
和
二
三
年
で
五
十
年
た
ち
ま
し
た
の
で
、
現
在
で
は
永
小
作
権
と
い

う
も
の
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
次
に
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
家
制
度
と
書
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
も
そ
も
家
族
法
と
い
う
も
の
は
極
め
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
所
産

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
福
島
先
生
も
よ
く
仰
言
ら
れ
る
の
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
社
会
が
変
革
す
る
と
、
そ
れ
は
い
か
な
る
変
革
で
あ
り
ま

し
て
も
、
上
か
ら
の
変
革
で
あ
り
ま
し
て
も
下
か
ら
の
革
命
で
あ
り
ま
し

て
も
、
社
会
構
造
が
変
革
す
る
と
い
う
時
に
、
真
先
き
に
手
を
つ
け
ら
れ

る
の
は
家
族
法
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
日
本
の
場
合
に
あ
の
明
治
維
新
を
た
だ
明
治
初
期
だ
け
に
限
ら

な
い
で
考
え
て
み
ま
し
て
も
結
局
、
そ
の
家
制
度
が
明
治
四
年
の
戸
籍
制

度
や
徴
兵
制
或
い
は
教
育
制
度
や
租
税
制
度
を
通
し
て
、
次
第
に
家
制
度

の
形
成
が
行
な
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
明
治
三
一
年
民

法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
家
制
度
が
法
的
に
整
備
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
が
、
家
制
度
の
、
法
的
な
内
容
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
決
し

て
そ
れ
は
近
代
家
族
法
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
勿

論
、
全
く
封
建
社
会
の
家
族
制
度
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
と
い
う
わ
け
で
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は
な
い
わ
け
な
ん
で
す
が
、
と
申
し
ま
す
の
は
、
例
え
ば
結
婚
な
ど
も
や

は
り
戸
主
の
同
意
は
い
る
け
れ
ど
も
届
出
る
の
は
本
人
同
志
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
家
長
た
る
戸
主
が
結
婚
届
や
離
婚
届
や
養
子
に
つ
い
て

も
戸
主
が
届
出
る
の
で
は
な
い
、
協
議
離
婚
も
や
は
り
当
事
者
同
志
が
届

出
を
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
近
代
法
的
な
色
彩
も
持
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
・
全
く
明
治
家
族
法
が
全
面
的
に
封
建
的
で
あ
る
と
は

必
ず
し
も
い
え
な
い
。
し
か
し
家
制
度
は
決
し
て
近
代
的
な
家
族
法
の
要

素
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
次
に
、
民
法
典
論
争
の
性
格
と
書
い
て
お
り
ま
す
の

は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
が
明
治
二
三
年
に
公
布
さ
れ
ま
し
て
明
治
二
六

年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
よ
う
と
す
る
前
年
、
即
ち
明
治
二
五
年
の
春

ぐ
ら
い
か
ら
の
民
法
典
を
施
行
す
る
か
延
期
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
論
争

が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
民
法
典
論
争
を
ど
の
よ
う
に
性
格

づ
け
る
か
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
、
御
承
知
の
よ
う
に
戦
後
慶
応
大
学

の
中
村
菊
男
、
手
塚
豊
と
い
う
方
々
と
星
野
通
先
生
と
の
間
に
数
度
に
わ

た
る
論
争
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
他
の
家
族
法
学
者
も
側
面
的

に
は
論
争
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
謂
わ
ば
新
し

い
民
法
典
論
争
に
つ
い
て
、
そ
の
評
価
が
能
谷
開
作
教
授
で
あ
る
と
か
、



も
ち
ろ
ん
福
島
先
生
も
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
い
ろ
い
ろ
な
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
が
明
治
二
三
年
に
制
定
さ
れ
た
が
、

所
詮
は
や
は
り
家
族
の
各
員
に
対
し
て
法
律
上
の
権
利
・
義
務
関
係
と
し

て
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
天
皇
制
国
家
の
大
日
本
帝
国
憲
法
の

精
神
と
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
が
間
題
に
な

っ
た
の
だ
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
Q
そ
し
て
、
延
期
派
の
意
見
は
こ
の

家
族
関
係
を
自
然
法
思
想
に
よ
る
市
民
法
的
権
利
義
務
関
係
と
し
て
は
規

定
で
き
な
い
ん
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
三
一
年
民
法

は
、
や
は
り
権
利
義
務
関
係
と
し
て
規
定
し
た
。
即
ち
、
少
な
く
と
も
括

弧
つ
き
の
「
近
代
化
」
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
中
村
菊
男
教
授
の
云
わ
れ
る
よ
う
に
明
治
二
三
年
民
法
と
明
治
三

一
年
民
法
を
比
べ
て
み
た
っ
て
大
同
小
異
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
云

え
る
け
れ
ど
も
、
憲
法
制
定
の
翌
年
に
権
利
義
務
関
係
を
規
定
し
た
民
法

が
公
布
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
も
「
民
法
出
で
て
忠
孝
亡
ぶ
」
と
い
う
激

し
い
刺
戟
を
封
建
的
反
動
勢
力
に
与
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
臨
時
教
育
会
議
と
臨
時
法
制
審
議
会
は
結
局
、
先
ほ
ど
中
村
先
生

が
御
指
摘
に
な
り
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
民
法
の
規
定
で
は
家
の
制
度
や

　
　
　
　
「
近
代
化
」
と
近
代
化

戸
主
権
が
ま
だ
弱
い
、
も
っ
と
強
め
な
い
と
国
民
を
掌
握
で
き
な
い
、
こ

れ
は
明
治
四
一
年
の
戊
辰
詔
書
あ
た
り
か
ら
、
も
う
一
度
た
が
の
ゆ
る
み

か
け
た
の
を
締
め
直
す
と
い
う
上
か
ら
の
政
策
が
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
呼
応
し
て
教
育
制
度
の
上
で
も
家
族
制
度
的
な
道

徳
教
育
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
が
起
き
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
た

だ
単
に
道
徳
教
育
の
中
だ
け
で
は
非
常
に
弱
い
の
で
法
制
の
面
で
も
こ
れ

を
強
化
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
が
臨
時
法
制
審
議
会
の
中
で
出
て
き
た
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
Q

　
こ
の
よ
う
に
、
上
か
ら
家
族
制
度
強
化
と
い
う
意
図
の
下
に
臨
時
教
育

会
議
や
臨
時
法
制
審
議
会
が
設
立
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に

は
む
し
ろ
政
府
の
意
図
と
は
逆
に
近
代
化
と
い
い
ま
す
か
、
民
主
化
と
い

い
ま
す
か
、
進
歩
的
な
形
で
し
か
結
果
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
政
府
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。

　
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
入
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
Q
こ
こ
で
下
か
ら
の
近
代
化
、
私
は
下
か
ら
の
近
代
化
を
と
く
に
民

主
主
義
化
と
い
う
言
葉
で
呼
び
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
動

き
を
阻
止
し
弾
圧
し
よ
う
と
す
る
国
家
権
力
の
政
策
と
、
こ
れ
を
推
進
し
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よ
う
と
す
る
、
所
謂
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
担
っ
て
い
く
思
想
や
勢
力
と

い
う
も
の
と
の
対
抗
関
係
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
法
学
の
領
域
に

お
き
ま
し
て
は
、
末
弘
厳
太
郎
先
生
や
穂
積
重
遠
先
生
や
平
野
義
太
郎
先

生
な
ど
の
法
学
方
法
論
お
よ
び
当
時
の
外
国
法
思
想
の
影
響
、
さ
き
ほ
ど

水
田
先
生
か
ら
外
国
法
の
継
受
・
影
響
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
外
国
法
文
化
の
影
響
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
は
大
正
年
間
を
通
じ
ま
し
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

大
正
の
末
期
だ
け
で
は
な
く
大
正
時
代
を
通
じ
て
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
法

社
会
学
や
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
パ
ー
、
或
い
は
と
く
に
そ
の
当
時
の
諸

々
の
社
会
主
義
思
想
、
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
主
義
が
法
に
対
し
て
与
え
た

影
響
、
法
思
想
に
対
し
て
与
え
た
影
響
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
思

う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
遂
に
国
家
権
力
の
弾

圧
に
会
っ
て
実
を
結
ぶ
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
言

わ
せ
れ
ば
、
所
謂
下
か
ら
の
民
衆
の
力
に
よ
る
真
の
近
代
化
、
真
の
民
主

主
義
化
と
い
う
も
の
が
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
現
代
法
に
お
い
て
近
代
化
と
い
う
言
葉
を
良
く
使
う
の
で
あ

り
ま
す
が
、
御
承
知
の
よ
う
に
農
業
基
本
法
の
前
文
に
は
、
農
業
の
近
代
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化
と
合
理
化
を
図
る
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
し
、
同
じ
農
業
基

本
法
の
第
二
条
に
も
農
業
経
営
の
近
代
化
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
所
謂
農

業
構
造
改
善
で
ご
ざ
い
ま
す
。
林
業
基
本
法
に
も
林
業
経
営
の
近
代
化
と

し
て
林
業
構
造
改
善
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
法
律
の
条
文
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

中
に
最
近
は
は
っ
き
り
、
近
代
化
と
い
う
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
Q
さ
ら

に
沿
岸
漁
業
振
興
法
の
中
に
も
、
　
「
沿
岸
漁
業
等
の
近
代
化
と
合
理
化
に

関
し
て
必
要
な
施
策
を
講
う
ず
る
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
、
農
林
漁
業

法
に
お
け
る
一
連
の
近
代
化
政
策
、
構
造
改
善
政
策
と
い
う
も
の
が
う
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
規
定
す
る
近
代
化
と
い
う
の
は
果
し
て
こ
れ

は
括
弧
抜
き
の
近
代
化
な
の
か
ど
う
か
。
前
近
代
的
な
要
素
は
確
か
に
、

農
山
漁
村
に
ま
だ
非
常
に
残
存
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
前

近
代
的
要
素
を
払
拭
す
る
た
め
に
構
造
改
善
事
業
を
進
め
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
、
真
の
近
代
化
が
達
成
で
き
る
の
か
。
こ
れ
は
、
近
代
化
に
括
弧
を
つ

け
て
い
い
の
か
ど
う
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
と
に
か
く

　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

近
代
化
を
進
め
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
の
滲
透
、
資
本
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
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し
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
ヨ

の
発
展
、
資
本
主
義
の
法
則
性
の
貫
徹
と
い
う
も
の
に
対
す
る
障
害
を
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

去
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
わ
け
で
す
。
近
代
化
が
進
め
ら
れ
て
ぎ
た
と
い

う
よ
り
も
、
近
代
化
を
進
め
る
た
め
の
資
本
主
義
的
政
策
立
法
を
打
ち
立



て
た
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
近
代
化
を
担
う
主
体
性
の
問
題
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
結
局
括
弧
つ
き
の
「
近
代
化
」
と
括
弧
の
無
い
近
代

化
と
一
体
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
と
い
う
の
は
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

近
代
化
が
仮
に
括
弧
つ
ぎ
の
「
近
代
化
」
が
資
本
制
国
家
の
諸
勢
力
や
国

独
資
段
階
に
お
け
る
独
占
の
要
請
と
し
て
で
あ
る
、
即
ち
資
本
主
義
の
滲

透
、
資
本
主
義
の
法
則
性
の
障
害
を
除
去
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
近

代
化
が
推
進
さ
れ
る
と
い
う
政
策
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
括

弧
を
の
け
た
真
の
近
代
化
、
即
ち
勤
労
者
大
衆
の
立
場
に
立
っ
た
民
主
主

義
を
進
め
る
と
い
う
為
に
は
私
は
や
は
り
下
か
ら
の
い
う
言
葉
を
使
う
こ

と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
下
か
ら
の
近
代
化
・
民
主
化
と
い
う
こ
と
を
推

進
す
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
は
真
の
近
代
化
は
出
来
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

「
近
代
化
」
と
近
代
化

六
三


