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一
九
八
〇
年
以
前
、
漢
民
族
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
の
主

流
は
、
主
と
し
て
二
つ
の
集
団
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
。
一
つ
は
父

系
宗
族
、
も
う
一
つ
は
父
系
家
庭
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
研
究
は
制

度
に
対
す
る
視
点
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
前
者
は
父
系
宗
族
を
社
会

の
組
織
単
位
と
し
﹇Freedm

an 1958 , 1966 ; W
atson 1975 ; 

陳
其
南

1987

﹈、
後
者
は
家
庭
を
事
業
経
営
と
財
産
相
続
の
単
位
と
し
た

﹇C
ohen 1976 , 1992 ; Baker 1979 ; H

arrell 1993

﹈。
こ
の
よ
う
な

研
究
枠
組
み
の
も
と
で
は
、
二
つ
の
視
点
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
い
が

ち
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
生
活
実
践
階
層
に
お
け
る
親
族
関
係
の
構

築
、
も
う
一
つ
は
行
動
主
体
と
し
て
の
女
性
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

　
本
研
究
は
山
東
省
西
南
に
位
置
す
る
一
つ
の
村
に
お
け
る
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
〉
1
〈

て
、
実
践
と
性
別
の
視
点
か
ら
農
村
女
性
の
親

族
関
係
の
構
築
行
為
を
追
究
し
、
主
流
の
研
究
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
覆
い

隠
さ
れ
た
部
分
を
露
わ
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
提
示
す
る
こ

と
で
、
漢
民
族
の
親
族
関
係
と
社
会
家
庭
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
の

た
め
に
一
筋
の
光
明
を
と
も
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
　“
為
人
”
と
女
性
に
よ
る
親
族
関
係
の
実
践

　
中
国
山
東
省
嘉
祥
県
に
張
村
と
い
う
村
が
あ
る
。
張
村
は
戸
数
約

三
〇
〇
戸
、
人
口
一
二
〇
〇
人
ほ
ど
の
村
で
あ
り
、
村
人
は
主
と
し

て
農
業
に
従
事
す
る
か
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
。
張
村
の
九
〇
％
以
上

の
住
民
は
姓
が
張
で
あ
り
、
こ
れ
ら
張
家
の
家
庭
は
み
な
同
一
の

「
家
族
」
に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。
村
の
生
計
は
農
業
と
出
稼
ぎ

を
主
と
し
て
い
る
。

　
村
の
日
常
生
活
に
お
い
て
“
為
人
”（weiren

：
人
と
し
て
当
た

「
実
家
」・「
婚
家
」間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る 
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り
前
の
こ
と
を
す
る
こ
と
）
あ
る
い
は
“
為
往
”（weiwang

：
付

き
合
い
を
す
る
こ
と
）
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
現
地
の

こ
と
ば
で
、
こ
の
二
つ
の
表
現
は
二
つ
の
相
互
に
関
連
す
る
意
味
を

有
す
る
。
一
つ
は
人
々
が
社
会
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
確
立
し

維
持
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
私
が
こ
れ
を
買
う
の
は
“
為
人
”

の
た
め
で
あ
る
」「
家
の
“
為
人
”
に
関
す
る
事
柄
は
み
な
私
が
配

慮
す
る
こ
と
だ
」
の
よ
う
に
使
う
。
村
人
た
ち
は
、“
為
人
”
と
い

う
の
は
「
贈
り
物
を
す
る
」「
付
き
合
い
を
す
る
」「
関
係
を
よ
く
す

る
」
こ
と
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
と
解
説
す
る
。
こ
れ
と
関
連
し
、
こ

の
こ
と
ば
の
も
う
一
つ
の
常
用
的
意
味
は
、
個
人
あ
る
い
は
家
庭
の

人
間
関
係
に
お
け
る
態
度
を
評
価
す
る
の
に
使
う
。
た
と
え
ば
「
二

番
目
の
叔
父
は
声
の
大
き
な
人
で
、“
為
人
”
が
よ
く
で
き
る
」「
そ

の
家
は
“
為
人
”
を
し
な
い
」
な
ど
の
よ
う
に
使
う
。
そ
の
う
え
、

こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
あ
る
人
あ
る
い
は
あ
る
家
族
と
の
縁
の
有
無

を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
と
し
て
の
処
世
術
的
行
為
に
対

す
る
全
体
的
な
評
価
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
村
の
生
活
に
対
す
る
理

解
を
深
め
る
に
つ
れ
、“
為
人
”
を
す
る
こ
と
は
一
種
の
文
化
的
メ

カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
身
に
し
み
て
よ
く
わ
か
っ
て
く

る
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
、
個
人
（
あ
る
い
は
家
族
）
が
他
人
へ

財
物
・
労
力
・
感
情
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
他
人
と
の
人
間
関
係
を

獲
得
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
間
関
係
が
逆
に
こ
の
人
物
に
「
社
会

人
」
と
し
て
の
資
格
を
そ
な
え
さ
せ
る
と
い
う
重
要
な
指
標
を
確
立

さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
一
人
の
人
物
が
社
会
関
係
を
構
築
す

る
の
と
同
時
に
、
社
会
に
お
け
る
自
我
を
も
構
築
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　“
為
人
”
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
一
般
性
原
則
は
「
遠
近
を
明
確

に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
が
あ
る
人
（
あ
る
い
は

あ
る
家
族
）
の
自
身
の
（
と
り
わ
け
親
族
の
）
関
係
組
織
に
お
け
る

序
列
の
位
置
に
も
と
づ
い
て
適
切
な
交
際
行
為
を
採
用
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
序
列
は
一
般
的
に
各
人
（
あ
る

い
は
各
家
族
）
の
父
系
の
家
系
の
関
係
組
織
と
姻
戚
の
関
係
組
織
の

な
か
の
相
対
的
な
位
置
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
費
孝
通
氏
の
「
差
序
格

局
」（
差
序
的
な
構
造
配
置
モ
デ
ル
）
に
関
す
る
比
喩
は
こ
の
原
則

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
説
明
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
関
係
は
自

己
を
中
心
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
水
の
波
紋
」
は
一
般
的
に

「
一
輪
ず
つ
お
し
広
げ
」
ら
れ
る
﹇
費
孝
通 2006 : 2 6

﹈。「
遠
近
」

は
二
重
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
一
つ
は
こ
の
関
係
範
囲
の
波
紋
上

に
あ
る
人
と
自
己
と
の
間
の
関
係
の
親
疎
の
程
度
で
あ
り
、
外
に
行

く
ほ
ど
遠
く
な
る
、
あ
る
い
は
外
に
行
く
ほ
ど
薄
く
な
る
。
い
わ
ゆ

る
「
一
階
層
遠
く
な
れ
ば
一
階
層
隔
て
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
性
質
は
“
為
人
”
の
行
為
に
反
映
さ
れ

る
。
つ
ま
り
異
な
る
関
係
範
囲
層
に
位
置
す
る
人
に
対
す
る
礼
節
・

贈
り
物
、
お
よ
び
手
助
け
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
対
応
に
差
を
つ
け

る
必
要
が
あ
る
。
近
い
関
係
に
対
し
て
は
遠
い
関
係
よ
り
も
手
厚
い

対
応
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
の
関
係
範
囲
層
の
人
に
対
し

て
は
同
じ
程
度
で
「
す
る
」
べ
き
で
あ
り
、
同
じ
親
族
関
係
に
異
な
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る
礼
金
を
送
る
こ
と
は
、「
分
別
が
な
く
道
理
を
わ
き
ま
え
て
い
な

い
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
た
だ
、「
遠
近
」
関
係
の
格
差
と
序
列
は
含
蓄
に
富
ん
で
い
る
。

「
明
」（
表
面
上
）
の
格
差
・
序
列
関
係
は
主
と
し
て
血
縁
関
係
あ
る

い
は
婚
姻
関
係
に
よ
り
決
ま
る
。
し
か
し
「
暗
」（
裏
）
の
格
差
・

序
列
関
係
は
と
い
え
ば
日
頃
の
付
き
合
い
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
重
要
な
“
為
人
”
の
儀
式
に
お
い
て
、
儀
式
の
主
催
者
に
対

す
る
礼
金
は
「
明
に
（
表
だ
っ
て
）
渡
す
」
と
「
暗
に
（
裏
で
）
渡

す
」
と
い
う
二
つ
の
形
式
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
形
式
は
、

こ
の
二
つ
の
格
差
・
序
列
関
係
の
非
対
応
性
を
興
味
深
く
映
し
出
し

て
い
る
。「
明
に
（
表
だ
っ
て
）
渡
す
」
こ
と
は
公
然
と
礼
金
を
渡

す
こ
と
を
意
味
し
、
同
じ
関
係
範
囲
層
に
い
る
親
族
あ
る
い
は
友
人

に
は
同
じ
金
額
の
礼
金
を
渡
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で

平
等
性
の
原
則
を
表
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
人
が
主
催
者
と
の

関
係
を
よ
り
近
づ
け
た
い
と
願
う
、
あ
る
い
は
主
催
者
と
よ
り
深
く

付
き
合
い
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
主
催
者
に
対
し
秘
密
裏

に
よ
り
多
め
に
礼
金
を
渡
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
「
暗
に
（
裏

で
）
渡
す
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
意
味
の
あ
る
現
象
で

あ
っ
て
、「
明
」「
暗
」
の
格
差
・
序
列
は
実
の
と
こ
ろ
系
譜
関
係
と

実
践
関
係
の
違
い
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
村
の
人
々
が
よ
く
口
に
す

る
こ
と
ば
「
こ
の
遠
近
っ
て
の
は
ね
、
付
き
合
い
っ
て
こ
と
で
ね
、

付
き
合
い
が
良
け
れ
ば
遠
い
の
も
近
く
に
な
る
。
付
き
合
い
が
悪
け

れ
ば
直
系
の
兄
弟
で
も
口
を
き
か
な
い
ん
だ
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る

違
い
で
あ
る
。
現
実
の
生
活
の
な
か
で
、
固
定
的
な
系
譜
関
係
が
決

定
す
る
関
係
の
格
差
・
序
列
範
囲
層
の
下
に
、「
実
践
的
な
関
係
の

格
差
・
序
列
範
囲
層
」
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、“
為
人
”
が
表
す
人
間
関
係
の
構
築
と
維
持
の
特

徴
に
は
二
面
性
が
あ
る
。
一
つ
は
そ
れ
が
文
化
的
規
範
の
構
造
性
要

素
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
“
為
人
”
の
系
譜
の
序
列
と

平
等
・
往
復
の
原
則
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
々
は
し
ば
し
ば
「
分
別

の
有
無
」
を
も
っ
て
あ
る
人
の
行
為
が
こ
れ
ら
「
決
ま
り
」
に
の
っ

と
っ
て
い
る
か
否
か
を
評
価
す
る
。
一
方
も
う
一
つ
は
、“
為
人
”

が
ま
た
「
付
き
合
い
を
す
る
こ
と
」
と
「
隔
て
る
こ
と
」
の
実
践
性
特

徴
を
具
現
化
す
る
の
で
あ
り
、
個
人
の
状
況
に
も
と
づ
き
人
間
関
係

の
面
に
お
け
る
主
観
的
選
択
と
作
為
を
体
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
文
化
的
規
範
に
お
け
る
“
為
人
”
の
実
践
は
、
各
個
人
あ

る
い
は
各
家
庭
の
社
会
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
て
い
る
。

こ
の
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
か
な
り
流
動
的
で
あ
り
開
放
的
で
あ
っ

て
、
固
定
的
な
社
会
制
度
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
村
の
生
活
に
お
け
る
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
、
最
も
明

ら
か
で
か
つ
重
要
な
の
は
親
族
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

“
為
人
”
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
親
族
関
係
の
境
界
線
と
付
き
合
い
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
し
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
人
々
の
親

族
関
係
の
意
識
的
な
選
択
と
作
為
に
満
ち
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ

ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
常
生
活
に
お
け
る
親
族
間
関
係
の
「
遠

近
」
は
必
ず
し
も
血
縁
家
系
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
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な
く
、
か
な
り
の
程
度
で
「
付
き
合
い
を
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
で

き
あ
が
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
的
交
際
を

通
し
て
形
成
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
現
地
の
こ
と
ば
で
「
親
戚

は
付
き
合
っ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
」
と
も
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
実
践
的
親
族
関
係
」

（practical kinship
）
に
対
応
し
て
お
り
、「
正
式
的
親
族
関
係
」
に

相
対
す
る
概
念
で
も
あ
る
。
正
式
的
親
族
関
係
が
「
系
譜
に
よ
り
礼

儀
規
範
を
学
び
定
義
す
る
関
係
で
あ
る
」﹇
ブ
ル
デ
ュ
ー
・
蔣
梓
驊

訳 2003 : 265

﹈
な
ら
ば
、「
実
践
的
親
族
関
係
」
は
親
族
関
係
に
対

す
る
実
践
的
運
用
で
あ
る
。
正
式
的
親
族
関
係
が
「
い
か
に
あ
る
べ

き
か
」
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
実
践
的
親
族
関
係
は
「
実
質
的
に
ど
う

で
あ
る
か
」
で
あ
る
。

　
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、
正
式
的
親
族
関
係
と
実
践
的
親
族
関
係
は
男
女

と
い
う
二
つ
の
性
別
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

﹇Bourdieu 1977 : 4 1

﹈。
実
践
的
親
族
関
係
の
多
く
は
女
性
と
関
連

し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
私
の
張
村
で
観
察
し
た
現
象
と

興
味
深
い
呼
応
を
し
て
い
る
。

　
張
村
で
は
、
女
性
は
幼
い
頃
か
ら
“
人
情
”
と
“
為
往
”
に
対
す

る
知
悉
を
育
て
あ
げ
る
。
幼
年
か
ら
少
年
時
代
に
か
け
て
、
男
子
と

女
子
の
仲
間
グ
ル
ー
プ
と
そ
の
志
向
に
は
分
化
が
生
じ
る
。
男
子
は

主
と
し
て
同
年
の
男
子
と
と
も
に
遊
び
、
勉
学
と
技
芸
を
重
ん
じ
、

将
来
の
「
実
力
あ
る
」
扶
養
者
と
し
て
の
基
礎
を
固
め
る
。
一
方
、

女
子
は
家
族
の
年
長
の
女
性
親
族
あ
る
い
は
隣
近
所
の
人
と
よ
り
多

く
の
時
間
を
過
ご
し
、
一
日
中
異
な
る
年
齢
、
異
な
る
関
係
の
女
性

と
の
間
で
日
常
生
活
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
雑
談
を
し
た
り
、
親
戚
の

家
を
訪
ね
回
り
一
時
的
に
滞
在
し
た
り
す
る
女
児
は
、
こ
れ
ら
を
通

じ
て
家
庭
内
の
家
事
・
イ
ベ
ン
ト
と
人
間
関
係
に
対
す
る
鋭
敏
な
感

覚
を
養
う
の
で
あ
る
。
村
の
人
々
は
、
女
子
は
男
子
よ
り
も
「
分
別

が
つ
く
の
が
早
い
」
と
言
う
。
村
の
女
子
は
こ
の
種
の
集
団
の
中
で

徐
々
に
親
族
と
隣
近
所
の
人
た
ち
と
の
間
の
“
為
人
”
に
つ
い
て
の

あ
ら
ゆ
る
方
法
に
熟
知
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
社
会
関
係

は
女
子
の
将
来
の
“
為
人
”
に
関
す
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
内
容
を
作
り

上
げ
る
の
で
あ
る
。
女
性
の
将
来
の
生
活
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

幼
い
頃
か
ら
育
成
し
て
き
た
人
間
関
係
に
対
す
る
敏
感
さ
と
言
語
表

現
能
力
は
、
女
性
の
生
活
実
践
の
独
特
な
一
面
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
　「
実
家
」―「
婚
家
」
間
の
親
族
関
係
の 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
の
親
族
的
地
位

　
張
村
の
親
族
関
係
シ
ス
テ
ム
は
、
制
度
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て

典
型
的
な
父
系
・
家
父
長
制
と
夫
の
家
で
の
居
住
を
主
な
特
徴
と
す

る
父
系
制
度
を
体
現
し
て
い
る
。
張
村
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
親
族
関
係

は
二
大
分
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
“
近
門
子
”（jin m

enzi

）
で

あ
り
、
父
系
家
族
内
の
構
成
員
と
そ
の
家
庭
を
指
す
。
そ
の
関
係
は

各
家
庭
の
男
性
の
父
系
系
譜
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
も
う
一
つ
は

「
親
戚
」
で
あ
り
、
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
親
族
関
係
の
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こ
と
で
あ
る
。
現
地
の
“
近
門
子
”
と
「
親
戚
」
の
境
界
は
わ
れ
わ

れ
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
宗
親
」（
父
系
親
族
）
と
「
外
戚
」（
母
系
親

族
）
の
区
別
に
相
当
す
る
。

　
こ
の
親
族
関
係
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、“
近
門
子
”
の
地
位
は
系

統
的
に
「
親
戚
」
関
係
の
地
位
の
上
に
置
か
れ
る
。
男
性
の
地
位
は

系
統
的
に
女
性
の
上
に
置
か
れ
、
家
族
と
家
庭
の
内
部
で
は
、
男
性

は
し
ば
し
ば
親
族
グ
ル
ー
プ
の
正
式
な
代
表
で
あ
る
。
女
児
と
嫁
の

フ
ル
ネ
ー
ム
は
族
譜
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
親
戚
」
の
分

類
の
中
で
も
、
父
系
の
姻
戚
の
地
位
は
母
系
の
同
様
の
関
係
の
親
族

よ
り
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
父
系
と
夫
家
居
住
の
親
族
制
度
に
お
い
て
、
男
性
の
親
族
に

お
け
る
役
割
は
連
続
性
と
確
定
性
の
特
徴
を
呈
し
て
い
る
。
ま
ず
、

男
性
は
終
生
そ
の
血
縁
関
係
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
、
父
系
家
族
の
完

全
な
る
構
成
員
の
資
格
を
そ
な
え
、
血
統
上
の
宗
廟
を
承
継
す
る
資

格
と
財
産
上
の
相
続
権
利
を
有
す
る
。
次
に
、
居
住
地
か
ら
い
え

ば
、
男
性
は
終
生
自
身
の
出
生
家
庭
で
生
活
し
、
父
系
親
族
と
生
活

を
と
も
に
す
る
。
最
後
に
、
男
性
の
親
族
に
お
け
る
役
割
が
い
か
に

変
化
し
よ
う
と
、
息
子
か
ら
夫
へ
、
父
親
か
ら
祖
父
へ
と
、
そ
の
役

割
に
は
安
定
し
た
意
味
的
指
向
性
が
あ
り
、
父
系
の
血
縁
承
継
連
鎖

に
お
い
て
、
上
下
を
つ
な
ぐ
一
環
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
女
性
の
親
族
に
お
け
る
役
割
は
こ
の
よ
う
な
確
定
性
と
連

続
性
を
欠
い
て
い
る
。
女
性
は
出
生
家
庭
で
あ
れ
嫁
入
り
し
た
家
庭

で
あ
れ
、
ど
ち
ら
で
も
完
全
な
構
成
員
の
資
格
を
そ
な
え
て
い
な

い
。
結
婚
前
、
女
性
は
一
時
的
に
「
実
家
の
人
」
で
あ
る
が
、「
嫁

に
出
る
娘
」
と
し
て
は
、
実
家
の
正
式
な
権
利
と
義
務
を
も
た
な

い
。
血
縁
関
係
に
も
と
づ
い
て
実
家
の
血
統
上
の
宗
廟
を
承
継
す
る

資
格
と
財
産
を
相
続
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
結
婚
後
、
女
性
は
「
婚
家
の
人
」
に
な
り
、
婚
家
の
構
成
員
と

祖
先
と
な
っ
て
祭
祀
の
対
象
に
な
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
地
位
と
婚
家
の
財
産
に
対
す
る
権
利
は
確
定
的
な
も
の
で
は
な

く
、
婚
姻
関
係
の
変
更
、
子
女
の
有
無
、
さ
ら
に
は
関
係
す
る
親
族

と
の
日
常
的
交
際
の
如
何
と
い
っ
た
要
素
に
よ
る
影
響
に
左
右
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
女
性
の
親
族
に
お
け
る
地
位
の
不
連
続
性
の
最
た
る
印
は
、
結
婚

を
転
換
点
と
し
て
、
女
性
が
「
実
家
の
人
」
か
ら
「
婚
家
の
人
」
に

変
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
転
換
は
そ
の
生
活
の
空
間
と
環

境
が
実
家
か
ら
婚
家
へ
と
変
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
地
位
の
帰
属

と
期
待
さ
れ
る
役
割
の
転
換
│
│
す
な
わ
ち
「
実
家
の
娘
」
か
ら

「
婚
家
の
嫁
」
へ
│
│
を
含
ん
で
い
る
。

　
女
性
の
実
家
に
お
け
る
「
娘
」
と
し
て
の
生
活
は
将
来
の
嫁
ぎ
先

に
対
す
る
期
待
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
十
五
、
六
歳
か
ら
娘
た

ち
は
隣
近
所
の
人
と
の
間
の
振
る
舞
い
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
あ
る
女
子
の
品
行
は
ど
う
な
の
か
、
人
と
し
て
わ
き
ま
え

が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
、
仕
事
が
よ
く
で
き
る
か
ど
う
か
は
近
所

の
女
性
た
ち
の
注
目
と
噂
の
対
象
と
な
る
。
こ
う
い
っ
た
評
価
は
そ

の
女
子
の
将
来
の
「
嫁
ぎ
先
に
良
い
評
価
を
伝
え
ら
れ
る
か
ど
う
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か
」
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
女
性
の
た
め
に
仲
人

を
し
た
が
る
人
が
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
仲
人
を
す
る
過
程
に
お
い

て
、
男
性
側
が
女
性
の
実
家
の
村
に
対
し
て
実
施
す
る
「
査
定
」
の

結
果
に
も
影
響
す
る
か
ら
で
あ
〉
2
〈

る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
の
評
判

の
注
視
と
母
親
の
協
力
の
も
と
、
娘
た
ち
は
地
域
社
会
の
規
範
に
も

と
づ
い
て
「
嫁
と
な
る
」
準
備
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
結
婚
後
の
最
初
の
数
年
間
は
、
婚
礼
の
確
立
に
よ
っ
て
女
性
の
正

式
な
地
位
が
「
実
家
の
人
」
か
ら
「
婚
家
の
人
」
に
転
換
す
る
の
で

あ
る
が
、
現
実
の
生
活
に
お
い
て
は
、
女
性
は
頻
繁
に
「
実
家
へ
帰

る
」
の
で
あ
り
、
実
家
と
婚
家
の
間
を
往
復
す
る
「
両
棲
」
状
態
に

な
る
。
感
情
的
な
帰
属
に
お
い
て
、
女
性
は
実
家
と
婚
家
の
間
を
揺

れ
動
く
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
実
家
の
方
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
。

「
娶
っ
て
三
年
も
家
知
ら
ず
」（
嫁
に
来
て
三
年
は
婚
家
を
自
分
の
家

と
は
思
わ
な
い
）
と
い
う
こ
と
ば
は
多
く
の
嫁
た
ち
が
こ
の
時
期
に

抱
く
共
通
の
感
情
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
出
産
・
分

家
し
、
婚
家
の
地
域
社
会
に
溶
け
込
み
、
婚
家
に
お
け
る
地
位
が
上

が
る
と
、
女
性
の
生
活
の
中
心
と
帰
属
感
は
徐
々
に
婚
家
へ
と
傾
き

始
め
る
。
し
か
し
、
た
と
え
徐
々
に
婚
家
へ
溶
け
込
む
過
程
で
あ
っ

て
も
、
女
性
が
自
身
の
実
家
と
の
絆
を
保
ち
続
け
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
死
ぬ
ま
で
地
位
の
帰
属
上
の
不
確
定
性
が
続
く
女
性
も
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
女
性
の
一
生
は
ず
っ
と
あ

る
種
の
過
渡
期
の
状
態
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　「
実
家
―
婚
家
」
の
構
造
は
女
性
の
親
族
関
係
の
枠
組
み
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
女
性
の
親
族
関
係
に
お
け
る
実
践
も
こ

の
構
造
性
の
枠
組
み
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
家
と

婚
家
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
完
全
な
る
構
成
員
の
資
格
を

も
た
ず
、
一
方
で
は
女
性
の
実
践
活
動
に
構
造
的
な
制
限
を
加
え

る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
関
係
に
お
け
る
あ
い

ま
い
な
地
位
は
、
女
性
の
実
践
活
動
に
二
重
の
資
源
と
さ
ら
に
大
き

な
自
主
的
な
余
地
を
も
た
ら
す
。
女
性
の
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お

け
る
位
置
に
よ
っ
て
、
女
性
の
親
族
実
践
の
目
標
と
方
法
、
そ
し
て

策
略
が
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　「
生
活
家
庭
」の
構
築

㈠
　「
子
宮
家
庭
」
か
ら
「
生
活
家
庭
」
へ

　
自
身
の
生
活
家
庭
の
構
築
は
、
張
村
の
女
性
の
一
生
に
お
い
て
親

族
関
係
の
実
践
に
お
い
て
の
最
も
重
要
な
目
標
で
あ
り
、
そ
の
一
生

の
生
活
の
重
点
で
も
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
マ
ー
ジ
ャ
レ
イ
・
ウ
ル
フ
（M

argery 
W

olf

）
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
台
湾
の
農
村
女
性
の
生
活
に

対
す
る
実
地
調
査
を
通
し
、
女
性
が
結
婚
後
、
婚
家
に
適
応
す
る
策

略
の
一
つ
は
、
父
系
と
家
父
長
制
の
大
家
族
内
に
自
身
の
生
活
空
間

を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
り
、
ウ
ル
フ
は
こ
れ
を
「
子
宮
家
庭
」

（uterine fam
ily

）
と
名
付
け
る
。
こ
の
家
庭
は
父
系
大
家
族
に
お
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い
て
顕
在
的
な
存
在
形
式
が
な
く
、
母
親
と
自
身
の
子
女
の
感
情
の

絆
の
み
に
よ
り
関
係
を
維
持
し
て
い
る
と
考
え
る
﹇W

olf 1972

﹈。

　
ウ
ル
フ
の
考
察
か
ら
は
、
日
常
の
実
践
活
動
に
お
い
て
家
庭
は
一

種
の
生
活
空
間
で
あ
り
、
家
庭
の
生
活
は
一
種
の
日
常
生
活
の
実
践

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
必
ず
し
も
親

族
制
度
の
規
定
す
る
原
則
を
遵
守
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
主
体

と
し
て
の
行
動
者
の
感
情
・
策
略
・
行
動
と
関
係
し
て
い
る
。
こ
の

実
践
は
、
こ
の
関
係
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
家
庭
生
活
空
間
、
権
力
関

係
お
よ
び
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
生
活
実

践
の
視
点
か
ら
理
解
す
る
家
庭
を
「
生
活
家
庭
」
と
呼
〉
3
〈
ぶ
。

　「
生
活
家
庭
」
概
念
の
提
起
は
、「
家
庭
」
の
性
質
に
対
す
る
新
た

な
理
解
を
切
り
開
い
た
。
漢
民
族
の
家
庭
に
つ
い
て
の
研
究
の
主
要

な
考
え
方
に
お
い
て
、
家
庭
は
財
産
の
相
続
主
体
あ
る
い
は
事
業
の

経
営
主
体
と
み
な
さ
れ
、
父
系
継
嗣
関
係
と
家
父
長
的
権
威
と
関
連

づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
家
父
長
制
家
庭
観
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
家
庭
観
の
も
と
で
、
家
庭
の
共
有
財
産
（
男
性
構
成
員
の
財
産

相
続
を
含
む
）
と
家
庭
の
構
成
員
の
労
働
協
力
と
家
事
の
分
担
は
、

家
庭
が
発
展
す
る
根
本
的
な
原
動
力
で
、
家
庭
の
意
思
決
定
に
お
け

る
最
も
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
家
庭
内
の
役
割
・
地
位

と
内
部
関
係
に
お
い
て
は
、
家
庭
に
お
け
る
男
性
構
成
員
の
地
位
が

強
調
さ
れ
る
。
血
統
と
財
産
を
継
承
す
る
こ
と
、
祖
先
を
祭
る
こ

と
、
年
長
者
を
養
う
こ
と
な
ど
を
含
む
法
律
的
意
義
の
権
利
義
務
を

そ
な
え
て
お
り
、
そ
の
権
利
義
務
は
男
性
構
成
員
の
間
に
伝
え
ら
れ

る
か
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
一
方
、
家
庭
に

お
け
る
女
性
の
役
割
は
、
副
次
的
あ
る
い
は
従
属
的
と
み
な
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
家
庭
を
「
男
性
に
よ
り
作
り
上

げ
ら
れ
た
居
住
と
経
済
の
単
位
で
あ
る
」
と
す
る
学
者
も
い
る

﹇Baker 1979 : 2 4

﹈。
家
庭
と
父
系
家
族
の
関
係
と
い
う
点
で
は
、

家
庭
は
父
系
家
族
（
あ
る
い
は
宗
族
）
の
基
本
的
単
位
と
み
な
さ

れ
、
家
庭
は
父
系
関
係
の
継
続
と
拡
張
を
通
し
て
家
族
を
構
成
す

る
。
二
者
は
同
じ
構
成
の
連
続
体
で
あ
〉
4
〈

り
、
家
庭
は
「
上
は
祖
先
に

仕
え
、
下
は
後
世
に
つ
な
ぐ
」
と
い
う
タ
テ
関
係
に
あ
る
父
系
線
上

に
お
け
る
一
段
階
で
あ
り
、
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
家
庭
は
「
永
遠
の
家
」﹇
麻
国
慶 2009

﹈
で

あ
る
。

　「
生
活
家
庭
」
の
現
実
的
形
態
の
ほ
と
ん
ど
は
核
家
族
と
し
て
現

れ
る
。
核
家
族
と
は
す
な
わ
ち
、
父
母
と
そ
の
子
女
に
よ
り
構
成
さ

れ
た
家
庭
で
あ
る
。「
生
活
家
庭
」
観
は
い
く
つ
か
の
面
に
お
い
て

父
系
制
家
庭
観
と
は
異
な
る
。
家
庭
は
一
つ
の
生
活
単
位
で
あ
り
、

こ
れ
は
日
常
的
な
家
庭
生
活
の
実
践
が
そ
の
主
要
な
内
容
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
日
常
的
な
家
事
、
家
庭
の
各
構
成
員
の
個
人
的
欲

求
は
、
家
庭
形
態
の
決
定
と
発
展
周
期
の
重
要
な
動
力
と
な
る
。
家

庭
の
役
割
・
地
位
と
内
部
関
係
の
面
で
は
、
家
庭
に
お
い
て
重
視
さ

れ
る
内
部
関
係
は
夫
婦
関
係
と
親
子
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
係

は
制
度
的
な
権
利
義
務
と
権
威
を
核
心
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
多

く
は
夫
婦
関
係
の
よ
う
な
生
活
協
力
と
親
子
関
係
の
よ
う
な
生
育
関
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係
を
基
礎
と
す
る
感
情
的
関
係
と
し
て
体
現
さ
れ
る
。
そ
の
核
心
は

往
々
に
し
て
妻
と
母
親
と
し
て
の
女
性
で
あ
る
。
家
族
と
の
関
係
の

面
に
お
い
て
は
、
生
活
家
庭
は
夫
の
父
系
家
族
に
対
し
て
比
較
的
独

立
し
て
お
り
、
父
系
家
族
関
係
か
ら
の
疎
遠
さ
ら
に
は
脱
却
を
通
し

て
、
生
活
家
庭
が
や
っ
と
成
立
す
る
。
よ
っ
て
、
生
活
家
庭
と
父
系

家
族
は
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
進
め
る
中
で
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の

家
庭
観
は
異
な
る
性
別
と
相
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
私

は
か
つ
て
次
の
質
問
を
設
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
あ
な
た
は
家
庭

の
ど
う
い
っ
た
面
に
最
も
満
足
し
て
い
ま
す
か
」
と
、
村
の
か
な
り

の
人
数
に
及
ぶ
男
性
と
女
性
に
こ
の
質
問
を
投
げ
か
け
た
。
男
性
た

ち
の
答
え
は
「
弟
妹
（
こ
の
単
語
は
現
地
の
言
語
に
お
い
て
兄
弟
を

指
す
）
の
間
の
仲
の
良
さ
」
や
「
弟
妹
の
各
家
が
良
い
生
活
を
送
り
、

何
事
も
相
談
で
き
る
こ
と
だ
」
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
で

女
性
の
答
え
は
「
夫
が
私
に
対
し
良
く
し
て
く
れ
る
こ
と
」
や
「
二

人
の
子
ど
も
が
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
回
答
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
男
性
の
「
家
庭
」

概
念
に
お
い
て
は
、
分
家
し
た
兄
弟
を
も
内
に
含
む
大
家
族
で
、
重

視
す
る
の
は
父
系
関
係
に
つ
な
が
る
兄
弟
関
係
で
あ
る
。
男
性
の
意

識
の
中
で
、
自
分
の
「
父
・
母
」
と
「
兄
弟
」
は
み
な
「
一
家
」
で

あ
り
、
分
か
れ
た
小
さ
な
家
も
こ
の
大
き
な
家
の
単
な
る
支
脈
と
み

な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
女
性
が
ま
ず
反
応
す
る
の
は
、
核
家
族
と

し
て
の
小
家
庭
で
あ
り
、
女
性
た
ち
の
生
活
の
家
庭
で
も
あ
る
。
こ

の
生
活
家
庭
は
夫
の
兄
弟
と
父
母
に
は
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
女
性
の

日
常
語
彙
が
表
す
家
庭
の
自
覚
に
お
い
て
、「
う
ち
の
姑
」、「
あ
の

人
の
二
人
の
兄
弟
」
は
、
自
身
の
家
か
ら
す
れ
ば
た
だ
“
近
門
子
”

に
属
す
る
範
疇
で
あ
っ
て
、「
家
庭
」
の
範
疇
で
は
な
く
、
女
性
た

ち
の
「
家
」
が
夫
の
家
族
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
男
性
の
家
庭
観
は
多
く
は
父
系
家
族
と
つ
な
が
る

が
、
女
性
の
家
庭
観
は
多
く
は
生
活
家
庭
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
生
活
家
庭
の
発
展
周
期

　
一
つ
の
生
活
家
庭
は
、通
常
、分
家
を
起
点
と
し
て
で
き
あ
が
る
。

　
鎮
に
お
け
る
二
〇
〇
一
年
の
戸
籍
記
録
か
ら
の
統
計
結
果
に
よ
れ

ば
、
張
村
の
核
家
〉
5
〈族

は
総
戸
数
の
六
四
・
九
％
を
占
め
、
主
幹
家
〉
6
〈族

は
三
四
％
を
占
め
〉
7
〈
る
。
村
の
核
家
族
の
比
率
は
ほ
か
の
家
族
構
造
を

大
き
く
超
え
て
お
り
、
二
組
以
上
の
夫
婦
が
い
る
大
家
庭
は
数
の
う

え
で
夫
婦
一
組
の
み
の
小
家
庭
を
大
き
く
下
ま
わ
る
と
も
言
え
る
。

　
現
在
、
核
家
族
が
多
く
の
割
合
を
占
め
て
い
る
の
は
、
分
家
の
時

期
が
前
倒
し
に
な
っ
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
現
地
の
習
俗

で
は
、
女
性
が
夫
の
家
に
嫁
入
り
し
て
、
す
ぐ
に
夫
の
大
家
族
か
ら

分
家
す
る
の
で
は
な
く
、
夫
の
父
、
夫
の
母
、
夫
、
そ
し
て
夫
の
兄

弟
（
既
婚
あ
る
い
は
未
婚
）
姉
妹
と
一
つ
の
家
の
中
で
生
活
を
と
も

に
す
る
。
最
近
に
な
っ
て
、
分
家
の
時
期
が
前
倒
し
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
夫
が
一
人
っ
子
で
な
け
れ
ば
、
多
く
の
若
い
夫
婦
が
父
母
の

世
代
か
ら
分
家
す
る
時
期
は
、
結
婚
後
二
、
三
年
ほ
ど
で
あ
る
が
、
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中
に
は
出
産
の
前
に
分
家
す
る
夫
婦
も
い
る
。
よ
く
あ
る
分
家
の
状

況
は
、
結
婚
後
の
子
世
代
は
父
母
の
大
家
族
の
男
子
た
ち
が
順
次
に

結
婚
し
て
分
家
し
て
い
く
か
、
男
子
た
ち
が
全
部
独
立
し
て
や
っ
と

分
家
す
る
家
庭
も
少
数
な
が
ら
あ
る
。

　
分
家
は
通
常
、
息
子
の
嫁
が
切
り
出
し
、
進
め
る
も
の
で
あ
る
。

女
性
が
表
す
日
常
生
活
の
衝
突
と
対
立
は
、
よ
く
分
家
の
直
接
の
原

因
と
な
る
。
そ
れ
は
嫁
姑
と
の
衝
突
や
兄
弟
の
嫁
ど
う
し
の
衝
突
が

往
々
に
し
て
分
家
の
発
端
と
な
る
由
縁
で
あ
る
。
息
子
の
嫁
は
、
家

事
へ
の
非
協
力
的
な
態
度
や
家
庭
の
い
ざ
こ
ざ
を
作
る
な
ど
し
て
、

婚
家
の
年
長
世
代
に
そ
の
分
家
の
意
図
を
悟
ら
せ
、
後
者
〔
婚
家
の

親
世
代
＝
訳
注
〕
は
「
面
子
」
の
た
め
に
、
主
体
的
に
分
家
を
言
い

出
す
。
あ
る
い
は
息
子
の
嫁
が
上
の
世
代
と
す
で
に
激
し
い
衝
突
を

起
こ
し
て
い
れ
ば
、
子
世
代
か
ら
直
接
分
家
の
要
求
を
提
起
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
要
求
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
面
倒
を
起
こ
す
」
と
い
う

形
式
で
具
現
化
さ
れ
る
。
息
子
の
嫁
が
長
い
間
夫
の
家
に
帰
ら
な

い
、
ひ
ど
い
と
き
に
は
夫
の
母
と
大
勢
の
前
で
口
げ
ん
か
す
る
、
さ

ら
に
は
手
を
出
し
て
つ
か
み
合
っ
た
あ
げ
く
、
女
性
の
実
家
か
ら

「
正
義
を
要
求
す
る
」
た
め
に
人
が
や
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
年
長
者
世
代
も
分
家
に
同
意
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
ど
の
よ
う
な
分
家
の
形
式
に
せ
よ
、
分
家
の
象
徴
的
な
印
は
「
分

竈
」（
か
ま
ど
を
わ
け
る
）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
独
立
し
た
台
所
を

建
て
る
の
は
往
々
に
し
て
分
家
の
前
触
れ
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
、
分

か
れ
た
家
庭
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
飯
を
食
べ
る
よ
う
に
な
る
」
の

で
、
食
事
を
別
々
に
と
る
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
家
庭
の
日
常
的

な
出
費
の
切
り
離
し
で
あ
る
。
分
か
れ
た
家
庭
は
経
済
的
な
収
入
と

支
出
の
面
で
個
別
に
計
算
を
し
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
も
言
え
よ

う
。
し
か
し
父
母
名
義
の
財
産
は
、「
結
婚
す
る
ご
と
に
分
か
れ
る
」

と
い
う
系
列
的
分
家
の
方
法
に
お
い
て
は
、
分
割
は
さ
れ
な
〉
8
〈

い
。

　
従
来
の
一
部
の
研
究
者
は
、
た
と
え
日
常
生
活
に
お
け
る
女
性
の

要
求
と
そ
の
要
求
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
対
立
の
分
家
に
対
す
る

影
響
に
気
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
表
面
的
な
も
の
で
本
質
的
な
要

素
で
は
な
く
、
分
家
の
意
思
決
定
に
決
定
的
な
影
響
力
が
な
い
と
解

釈
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
コ
ー
ヘ
ン
は
分
家
の
問
題
に
お
い
て
、
男

性
の
み
が
決
定
権
を
も
ち
、
そ
の
妻
た
ち
は
分
家
に
対
し
ほ
と
ん
ど

影
響
力
を
も
た
な
い
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
に
よ
り
体
現

さ
れ
る
日
常
生
活
に
お
け
る
衝
突
と
難
題
、
妻
の
独
立
要
求
は
た
だ

兄
弟
の
間
に
お
け
る
団
結
の
対
応
物
で
し
か
な
く
、
家
族
の
分
合
に

対
し
て
は
実
質
的
な
影
響
力
を
も
た
な
い
と
す
る
﹇C

ohen 1976 : 
196 ‒201

﹈。
し
か
し
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
「
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
」
説

を
提
起
し
、
妻
た
ち
の
現
実
生
活
に
お
け
る
対
立
と
衝
突
は
そ
の
夫

の
兄
弟
の
間
の
財
産
の
権
利
分
配
の
固
有
な
緊
張
の
反
映
と
考
え
ら

れ
、
妻
た
ち
は
婚
家
の
新
参
者
と
し
て
、
夫
の
分
家
要
求
の
ス
ケ
ー

プ
ゴ
ー
ト
と
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
﹇Freedm

an 
1958 : 134 ‒135 , 1966 : 4 6

﹈。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
こ
の
よ

う
な
女
性
の
分
家
に
お
け
る
働
き
の
見
落
と
し
と
弱
体
化
は
、
そ
の



118

根
拠
と
す
る
父
系
制
理
論
の
枠
組
み
と
と
も
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
、
男
性
と
関
係
す
る

権
力
お
よ
び
男
性
間
の
関
係
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
家
庭
の
意
思
決
定

に
対
し
決
定
的
影
響
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
種
類
の
解
釈
は
、
少
な
く
と
も
我
々
が
現
在
観
察
で
き
る

華
北
農
村
に
多
く
存
在
す
る
分
家
現
象
に
適
合
し
な
く
な
っ
て
い

る
。
女
性
に
よ
る
日
常
的
な
生
活
管
理
と
家
庭
の
要
求
の
形
成
、
お

よ
び
子
世
代
の
経
済
収
入
に
対
す
る
管
理
権
か
ら
の
逸
脱
は
、
と
も

に
分
家
の
前
倒
し
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
に
我
々
は
気
づ
く
の
で
あ

る
。「
分
竈
」
は
実
現
し
た
も
の
の
、「
分
財
」（
財
産
を
わ
け
る
）

を
実
現
し
な
い
分
家
の
形
式
で
は
、
女
性
の
独
立
欲
求
が
分
家
の
過

程
で
果
た
し
た
重
要
な
役
割
を
突
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
分
家
を
通
じ
、
新
た
な
世
代
の
家
庭
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の

新
た
に
独
立
し
た
家
庭
は
女
性
を
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、

女
性
の
目
標
の
達
成
│
│
つ
い
に
「
自
分
の
家
」
が
で
き
た
│
│
で

も
あ
る
。
こ
の
新
た
な
家
の
多
く
の
意
思
決
定
は
、
夫
婦
の
「
相
談

に
よ
り
決
め
る
」
こ
と
に
な
り
、
嫁
は
あ
る
程
度
で
「
家
の
主
と
な

る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
村
内
の
評
判
に
現
れ
て
き
て
、
た
と
え

ば
「
明
珠
の
家
」「
月
琴
の
家
」
の
よ
う
に
、
人
々
は
し
ば
し
ば
家

の
嫁
の
名
前
で
こ
の
新
た
に
分
か
れ
出
た
家
を
指
し
示
す
の
で
あ

る
。
地
域
社
会
の
中
で
、
人
々
は
「
家
の
主
と
な
っ
た
者
」
と
い
う

基
準
で
嫁
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
り
、
家
庭
の
経
済
状
況
の
善
し
悪

し
や
、
家
族
の
仲
の
良
さ
は
、
嫁
と
な
っ
た
人
の
負
う
べ
き
責
任
と

み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
家
庭
内
部
で
は
、
夫
婦
関
係
が
家
庭
関
係
の
主
軸
と
な
る
。

分
家
前
は
、
夫
婦
が
自
身
の
部
屋
に
戻
る
こ
と
を
除
き
、
家
事
の
時

や
家
の
公
共
空
間
、
た
と
え
ば
リ
ビ
ン
グ
、
庭
、
台
所
で
は
、
大
家

族
の
構
成
員
は
性
別
に
よ
り
わ
か
れ
て
い
た
。
分
家
後
は
、
独
立
し

た
空
間
が
で
き
た
た
め
、
夫
婦
間
の
親
密
度
は
よ
り
強
く
な
る
。
家

事
の
多
く
は
夫
婦
が
二
人
で
「
相
談
し
て
決
め
る
」
の
で
あ
る
。
こ

の
時
の
嫁
は
、
一
般
的
に
は
す
で
に
一
人
あ
る
い
は
二
人
の
子
ど
も

の
母
親
と
な
っ
て
い
る
。
母
親
と
子
ど
も
の
間
の
関
係
は
、
多
く
は

親
密
で
感
情
が
深
い
。
そ
し
て
、
子
ど
も
と
母
親
は
こ
の
よ
う
な
息

の
通
っ
た
親
密
さ
と
慕
わ
し
さ
を
長
く
維
持
し
続
け
、
母
親
の
生
活

家
庭
の
重
要
な
関
係
の
支
柱
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
新
た
に
成
立
し
た
生
活
家
庭
、
実
家
・
婚
家
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
お
け
る
基
本
的
な
傾
向
は
、
夫
の
実
家
か
ら
の
疎
遠
と
妻
の
実

家
へ
の
接
近
で
あ
る
。
家
庭
と
夫
の
実
家
、
と
り
わ
け
夫
の
兄
弟
ら

の
家
庭
と
は
次
第
に
疎
遠
と
な
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
も
と
も
と

の
大
家
庭
の
な
か
の
協
力
と
相
互
扶
助
は
終
わ
り
、
新
た
な
小
家
庭

の
農
作
業
に
お
け
る
協
力
は
、
近
所
の
人
々
と
の
協
力
を
選
択
し
、

夫
の
兄
弟
の
家
と
の
協
力
は
し
な
く
な
る
。
出
稼
ぎ
に
行
く
男
性
た

ち
も
、
村
の
近
隣
の
人
々
、
あ
る
い
は
姻
戚
関
係
の
親
族
と
「
連
れ

だ
っ
て
」
出
て
行
く
の
で
あ
る
。
女
性
の
説
明
に
お
け
る
「
私
の
家

庭
」
と
「
彼
ら
一
家
」
は
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
て
お
り
、
新
た
に

家
の
主
と
な
っ
た
若
い
嫁
た
ち
は
、
自
分
の
感
情
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
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テ
ィ
を
夫
の
実
家
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
兄
弟
が

分
家
し
た
の
ち
の
各
小
家
庭
は
事
実
上
の
あ
る
種
の
競
争
関
係
を
形

成
し
、
誰
の
家
の
経
済
状
況
が
良
い
か
、
行
い
が
良
い
か
、
子
ど
も

が
男
女
両
方
と
も
そ
ろ
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
兄
弟
の
嫁

ど
う
し
そ
れ
ぞ
れ
が
ひ
そ
か
に
比
較
し
張
り
合
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
新
た
な
家
庭
が
夫
の
実
家
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
る
の
と
同

時
に
、
女
性
の
実
家
と
は
緊
密
な
つ
な
が
り
を
維
持
し
て
い
る
。
こ

の
段
階
に
お
い
て
、
女
性
の
実
家
は
し
ば
し
ば
新
た
な
家
庭
に
生
活

と
経
済
的
サ
ポ
ー
ト
の
重
要
な
資
源
を
提
供
す
る
。
分
か
れ
出
た
家

が
独
立
し
た
経
済
的
生
活
単
位
と
な
る
の
と
同
時
に
、“
為
人
”
の

面
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
社
会
関
係
の
付
き
合
い
に
お
い
て
、
相
対

的
に
独
立
し
た
社
交
単
位
と
な
り
始
め
る
。
小
家
庭
の
主
婦
と
し
て

の
嫁
は
“
為
人
”
を
自
分
の
重
要
な
仕
事
と
と
ら
え
始
め
る
。
そ
の

家
庭
の
“
為
人
”
の
善
し
悪
し
は
、
こ
の
家
の
嫁
を
評
価
す
る
重
要

な
基
準
で
あ
る
。
近
隣
関
〉
9
〈係

、
ほ
か
の
親
戚
関
係
は
、
み
な
こ
の
小

家
庭
の
“
為
人
”
の
営
み
を
通
し
て
そ
の
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築

き
上
げ
る
の
で
あ
る
。

　
女
性
が
三
、
四
十
歳
に
な
る
と
、
そ
の
生
活
家
庭
は
安
定
期
に
入

る
。
こ
の
段
階
で
は
、
夫
婦
関
係
は
比
較
的
安
定
し
た
状
態
に
あ

り
、
夫
婦
の
生
産
生
活
上
の
相
互
協
力
は
一
種
の
安
定
的
な
構
造
を

形
成
し
、
あ
る
い
は
以
心
伝
心
で
、
二
人
の
感
情
は
徐
々
に
安
定
し

親
密
と
な
る
。
村
内
の
こ
こ
数
年
の
離
婚
案
件
に
お
い
て
、
こ
の
年

代
の
離
婚
例
は
ま
だ
見
な
〉
10
〈

い
。
母
子
（
娘
）
の
関
係
は
、
母
親
の
家

事
労
働
の
中
、
子
ど
も
へ
の
お
節
介
の
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
家
庭
関
係

（
と
り
わ
け
父
親
と
子
の
関
係
）
の
接
着
剤
の
よ
う
な
役
割
を
担
う

中
、
安
定
的
な
、
深
い
感
情
の
つ
な
が
り
と
忠
実
さ
を
獲
得
し
て
い

る
。
女
性
は
家
庭
生
活
に
お
け
る
情
感
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
。

　
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
そ
の
家
庭
は
夫
の
実

家
、
お
よ
び
夫
の
兄
弟
の
家
と
の
関
係
か
ら
離
れ
る
傾
向
を
維
持
す

る
。
女
性
た
ち
は
日
常
生
活
に
お
け
る
協
力
と
付
き
合
い
の
機
能
に

お
い
て
、
し
ば
し
ば
自
分
の
実
家
と
の
関
係
と
自
身
が
「
作
る
」
近

隣
関
係
で
も
っ
て
夫
の
兄
弟
関
係
に
取
っ
て
代
わ
る
。

　
五
、
六
十
歳
に
な
る
と
、
主
婦
た
ち
の
経
営
す
る
生
活
家
庭
は
絶

頂
期
を
迎
え
る
。
彼
女
た
ち
は
「
名
正
言
順
」（
堂
々
と
）（
舞
台
裏

で
は
な
い
形
で
）
夫
と
協
力
し
、
一
家
の
主
と
し
て
年
長
者
と
し
て

の
権
力
を
行
使
す
る
。
彼
女
た
ち
は
夫
と
同
様
、
家
族
の
正
式
な
代

表
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
、
彼
女
た
ち
は
夫
と
と
も
に
（
さ
ら
に
は

独
自
に
）
子
ど
も
の
結
婚
の
準
備
や
家
事
や
そ
の
他
の
仕
事
の
役
割

分
担
、
生
活
物
品
の
購
入
と
設
置
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
家
の

仕
事
を
取
り
仕
切
る
。“
為
人
”
の
面
で
は
、
彼
女
た
ち
は
家
族
の

代
表
と
し
て
近
門
子
・
親
戚
・
近
隣
の
間
で
種
々
の
“
為
往
”
を
切

り
盛
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
実
家
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
年

齢
層
の
女
性
は
、
か
つ
て
実
家
の
助
け
に
す
が
る
こ
と
か
ら
、
自
身

の
生
活
家
庭
に
お
け
る
地
位
を
利
用
し
実
家
に
あ
る
程
度
の
手
助
け

と
庇
護
を
提
供
す
る
こ
と
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

　
夫
の
家
族
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
彼
女
た
ち
の
生
活
家
庭
に
は
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あ
る
新
た
な
方
向
転
換
が
出
現
す
る
。
老
年
女
性
の
自
身
の
実
家
と

の
関
係
が
徐
々
に
希
薄
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
生
活
の
中
心
が
日

に
日
に
夫
と
自
身
の
家
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
立
脚
す
る
よ
う
に
な

り
、
次
第
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生
活
の
主
要
人
物
に
な
る
に
つ
れ
、

彼
女
た
ち
の
生
活
家
庭
は
徐
々
に
夫
の
家
の
父
系
シ
ス
テ
ム
に
近
づ

き
溶
け
込
ん
で
い
く
。
彼
女
は
父
系
家
庭
あ
る
い
は
家
族
の
中
で
比

較
的
高
い
地
位
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
り
、
夫
の
母
親
の
死
に
と
も

な
い
、
儀
式
や
さ
ま
ざ
ま
な
家
事
・
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
、
家
族
の

代
表
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
彼
女
た
ち
の
生
活

家
庭
は
徐
々
に
父
系
制
の
家
庭
の
特
徴
に
近
づ
い
て
い
く
。
そ
れ
は

主
と
し
て
彼
女
た
ち
が
自
身
の
生
活
家
庭
を
継
続
さ
せ
拡
大
さ
せ
た

い
と
い
う
願
望
に
由
来
し
、
徐
々
に
父
系
制
家
庭
の
連
続
的
特
徴
お

よ
び
家
族
特
徴
と
融
合
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
重
要
な
表
れ
と
し

て
、
母
親
（
あ
る
い
は
姑
に
な
っ
た
）
は
す
で
に
自
然
と
父
系
原
則

を
受
け
入
れ
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
“
伝
後
”（
男
子

を
産
む
こ
と
）
に
よ
っ
て
自
身
の
生
活
家
庭
が
受
け
継
が
れ
て
い
く

願
望
が
、
父
系
制
の
“
伝
宗
接
代
”（
子
々
孫
々
血
統
を
受
け
継

ぐ
）
観
念
と
融
合
す
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
息
子
の
嫁
（
息
子
を

含
む
）
の
言
い
出
す
独
立
要
求
を
制
止
す
る
た
め
、
分
家
を
拒
む
姑

と
し
て
父
系
制
の
論
理
規
範
を
持
ち
出
し
て
自
身
の
生
活
家
庭
を
守

ろ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
そ
う
し
よ
う
と
す
る
息
子
と
嫁
を
「
不

孝
」
な
ど
と
非
難
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
兄
弟
一
家
」
の
原
則
で

も
っ
て
息
子
を
説
得
す
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
息
子
に
嫁
を
め
と
ら
せ
、
ま
た
は
娘
を
嫁
が
せ
た
老
年
女

性
に
と
っ
て
、
自
身
の
家
庭
は
息
子
の
嫁
に
と
っ
て
は
婚
家
で
あ

り
、
ま
た
娘
に
と
っ
て
は
実
家
で
あ
る
。
ま
さ
に
“
娘
家
”（
実

家
）
と
“
婆
家
”（
婚
家
）
と
い
う
二
つ
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
、

こ
の
二
つ
の
家
族
の
中
心
人
物
は
女
性
の
年
長
者
と
し
て
の
“
娘
”

（
母
親
）
と
“
婆
婆
”（
姑
）
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
、
女
性
た
ち
が

経
営
す
る
生
活
家
庭
は
絶
頂
期
を
迎
え
る
│
│
息
子
の
婚
姻
に
よ
っ

て
嫁
と
孫
た
ち
へ
と
広
げ
ら
れ
、
娘
の
出
産
と
子
育
て
に
よ
っ
て

“
外
孫
”
へ
と
広
が
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
頂
点
も
ま
た
転
換
点
で
あ
る
。
最
盛
期
に
到
達
し
た
の

ち
、
生
活
家
庭
は
衰
退
、
さ
ら
に
は
瓦
解
へ
と
向
か
う
よ
う
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
凋
落
は
、
一
般
的
に
二
種
類
の
ル
ー
ト
を
た
ど

る
。
一
つ
は
家
庭
の
中
心
（
権
力
の
中
心
、
管
理
の
中
心
お
よ
び
感

情
の
中
心
）
の
下
降
で
あ
り
、
子
世
代
の
経
済
能
力
が
高
く
な
る
に

つ
れ
、
ま
た
年
長
者
の
体
力
・
気
力
が
弱
ま
る
に
つ
れ
、
比
較
的

「
物
分
か
り
の
良
い
」「
年
老
い
た
母
親
」
た
ち
は
徐
々
に
「
一
家
の

主
を
し
な
く
」
な
り
、
家
庭
の
管
理
権
を
子
世
代
に
引
き
渡
す
の
で

あ
る
。
も
う
一
つ
、
さ
ら
に
あ
り
ふ
れ
た
方
法
は
、
す
な
わ
ち
分
家

で
あ
り
、
息
子
と
嫁
の
小
家
庭
は
そ
の
母
親
（
姑
）
の
大
家
庭
か
ら

独
立
し
て
出
て
行
く
の
で
あ
る
。
息
子
が
感
情
の
う
え
で
は
益
々
妻

を
中
心
と
し
た
生
活
家
庭
に
帰
属
す
る
よ
う
に
な
り
、
父
母
の
生
活

家
庭
か
ら
疎
遠
に
な
り
、
外
へ
嫁
い
だ
娘
は
、
自
身
の
生
活
家
庭
が

い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
で
徐
々
に
実
家
と
の
感
情
的
な
つ
な
が
り
を
希
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薄
化
さ
せ
、
父
母
の
生
活
家
庭
は
徐
々
に
衰
え
、
最
後
は
父
母
が
扶

養
の
対
象
と
さ
れ
息
子
と
嫁
の
家
庭
に
従
属
す
る
の
で
あ
る
。
父
母

の
死
去
に
と
も
な
い
、
父
母
の
生
活
家
庭
は
子
女
の
記
憶
の
中
に
し

か
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
、
一
つ
の
生
活
家
庭
は
そ
の
周
期
を
終
え
る
。

四
　
女
性
の
裏
舞
台
的
権
力
と
そ
の
発
展
動
向

　
生
活
家
庭
の
発
展
周
期
の
記
述
を
通
し
て
、
女
性
は
家
庭
生
活
に

お
い
て
か
な
り
の
権
力
を
有
す
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
権
力

に
は
、
日
常
的
な
家
事
を
処
理
す
る
権
力
に
限
ら
ず
、
家
庭
の
重
大

な
イ
ベ
ン
ト
に
関
与
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
事
業
の
経
営
、
子
女
の

婚
姻
の
意
思
決
定
権
の
よ
う
な
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
女
性
が
親

族
に
お
け
る
地
位
に
よ
り
、
そ
の
権
力
の
獲
得
と
行
使
方
法
は
ユ

ニ
ー
ク
な
面
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
女
性
が
有
す
る
家
庭
の
意
思
決
定
権
は
、
か
な
り
の
程
度

で
彼
女
の
日
常
的
な
家
事
の
切
り
盛
り
と
家
庭
の
構
成
員
の
感
情
的

つ
な
が
り
に
由
来
し
て
い
る
。

　
日
常
的
な
切
り
盛
り
は
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
雑
用
に
対
す
る
決

定
権
を
意
味
す
る
。
具
体
的
な
雑
用
と
は
、
衣
食
住
及
び
移
動
、
贈

り
物
の
準
備
、
近
所
と
の
付
き
合
い
、
親
戚
の
接
待
、
さ
ら
に
は
農

作
物
の
管
理
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
多
く
の
重
大
な
意
思
決
定
は
一

連
の
雑
用
か
ら
構
成
さ
れ
る
過
程
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
女
性
が
家
庭
の
多
く
の
重
大
な
仕
事
の
決
定
権
を
に
ぎ

る
基
礎
を
固
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
常
的
な
物
品
の
購
入
を
担

当
す
る
主
婦
は
、
家
庭
の
基
本
的
な
費
用
の
支
出
を
管
理
し
て
い

る
。
子
女
の
婚
約
者
は
母
親
が
話
を
持
っ
て
行
き
（
来
て
）、
選
別

の
過
程
を
経
て
決
定
さ
れ
る
。
家
庭
の
副
業
の
選
択
は
多
く
は
そ
の

担
い
手
で
あ
る
主
婦
の
意
見
と
決
定
に
よ
る
。
家
の
中
と
外
の
相
互

扶
助
は
、
し
ば
し
ば
主
婦
の
普
段
か
ら
の
付
き
合
い
に
よ
る
社
会
関

係
で
決
定
さ
れ
る
。
彼
女
た
ち
は
家
事
の
日
常
的
な
切
り
盛
り
を
通

し
、
一
家
の
主
と
し
て
の
女
主
人
と
な
り
、
よ
く
聞
く
「
家
の
中
に

は
女
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
や
「
母
親
が
家
で
あ
る
」
と
い
う

よ
う
な
言
説
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
一
面
を
表
す
。
こ
の
よ
う
な

家
事
・
イ
ベ
ン
ト
に
対
す
る
配
慮
と
日
常
的
な
運
用
の
責
任
は
、

「
権
利
義
務
の
一
〉
11
〈致

」
の
原
則
の
も
と
、
女
性
に
家
庭
の
意
思
決
定

で
し
ば
し
ば
実
質
的
な
決
定
権
を
も
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
主
婦
の
こ
の
よ
う
な
家
事
の
切
り
盛
り
は
ま
た
感
情
を
特
徴
と
し

て
お
り
、「
生
活
家
庭
」
の
形
成
と
そ
の
持
続
も
大
き
く
情
感
を
基

礎
と
し
て
い
る
。
妻
の
夫
に
対
す
る
影
響
力
は
主
と
し
て
夫
に
対
す

る
感
情
を
込
め
た
生
活
の
世
話
と
密
接
な
関
係
に
由
来
す
る
。
母
親

と
子
ど
も
の
間
の
深
い
感
情
的
つ
な
が
り
と
こ
れ
に
よ
り
獲
得
し
た

忠
実
さ
は
、
主
婦
た
ち
の
重
要
な
感
情
的
資
源
で
あ
る
。
子
ど
も
た

ち
の
感
情
的
還
元
は
、「
孝
行
」
と
い
う
形
式
で
体
現
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
感
情
を
特
徴
と
す
る
恩
返
し
は
、
継
嗣
関
係
の
外
に
あ
る

「
育
て
の
循
環
」﹇Stanford 2000

﹈
と
恩
返
し
で
あ
る
。
子
ど
も
た
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ち
は
徐
々
に
大
人
へ
と
成
長
し
、
家
庭
収
入
へ
の
貢
献
度
が
上
が
り

家
庭
に
お
け
る
地
位
が
高
く
な
る
に
つ
れ
、
彼
ら
の
母
親
に
対
す
る

感
情
や
忠
実
さ
や
親
密
さ
も
母
親
の
家
庭
内
の
意
思
決
定
に
お
け
る

重
み
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
大
人
と
な
っ
た
子
女
の
母
親
に
対
す
る

感
情
の
偏
重
要
素
に
よ
っ
て
、
家
事
・
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
母

親
の
ほ
う
が
父
親
よ
り
も
高
い
支
配
的
地
位
に
あ
る
と
い
え
よ
〉
12
〈

う
。

　
次
に
、
主
婦
の
家
事
に
お
け
る
権
力
は
、「
舞
台
裏
」
の
方
法
に

よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
。

　
現
地
の
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
の
文
化
的
規
範
は
、
明
ら
か
に
「
夫

は
主
、妻
は
従
」「
男
尊
女
卑
」
の
序
列
モ
デ
ル
を
体
現
し
て
お
り
、

夫
は
「
一
家
の
主
」
と
み
な
さ
れ
、
家
庭
の
「
天
」
で
あ
る
（
現
地

に
は
「
夫
を
な
く
す
と
天
が
崩
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
）。

こ
の
よ
う
な
序
列
モ
デ
ル
に
は
、
現
実
の
経
済
条
件
に
よ
る
決
定
要

素
が
あ
り
、
ま
た
広
い
世
間
の
支
持
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
夫
が
有
す

る
家
の
意
思
決
定
権
は
正
式
で
、
文
化
的
規
範
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
た
め
、
地
域
社
会
の
評
判
に
向
け
て
は
、
妻
が
あ
ら

ゆ
る
面
で
夫
に
対
す
る
尊
重
と
服
従
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
夫

を
圧
倒
す
る
よ
う
な
妻
は
村
で
否
定
的
な
評
価
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
女
性
の
意
思
決
定
権
の
行
使
は
、
夫
の
権
威
を
尊
重
し
服

従
す
る
形
式
の
も
と
で
│
│
「
面
子
を
潰
さ
な
い
」
よ
う
に
│
│
進

め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ソ
に
関
わ
る
事
柄
に
お
い
て
、
夫
婦
は

と
も
に
相
談
し
て
決
め
る
の
で
あ
る
が
、
夫
は
家
族
の
代
表
と
し
て

の
態
度
表
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ソ
の
家
に

品
物
を
納
め
る
か
お
金
を
借
り
る
場
合
は
夫
が
表
に
出
て
い
く
の
で

あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
息
子
の
縁
談
を
進
め
る
に
あ
た
り
相
手
の

女
性
に
会
う
と
き
は
、
具
体
的
に
ど
ち
ら
の
家
で
行
う
か
を
決
め
る

の
は
主
と
し
て
母
親
な
の
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
縁
談
を
決
め
て
女

性
側
と
対
面
す
る
際
に
は
、
父
親
が
男
性
側
の
代
表
と
な
る
の
で
あ

る
。
夫
を
「
一
家
の
長
」
と
す
る
家
庭
に
お
い
て
も
、
多
く
は
「
声

が
届
く
」（
す
な
わ
ち
有
能
な
）
妻
た
ち
が
「
一
家
の
主
で
あ
る
」

こ
と
が
わ
か
る
。
女
性
の
こ
の
よ
う
な
裏
舞
台
的
権
力
は
、
い
わ
ば

内
部
か
ら
父
権
や
夫
権
を
置
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
女
性
の
実
家
と
女
性
の
普
段
の
“
為
往
”
で
蓄
積
し
た

社
会
関
係
も
ま
た
、
女
性
の
家
庭
権
力
を
支
え
る
資
源
で
あ
る
。

　
女
性
の
実
家
と
の
関
係
は
、
女
性
が
夫
の
家
で
地
位
と
権
力
を
獲

得
す
る
こ
と
を
支
え
る
力
と
な
る
。
実
家
に
よ
る
女
性
の
結
婚
後
の

生
活
家
庭
に
対
す
る
支
援
は
、
結
婚
前
の
嫁
入
り
道
具
の
形
式
で
表

さ
れ
る
。
嫁
入
り
道
具
の
使
用
権
と
所
有
権
は
、
女
性
と
そ
の
夫
に

あ
り
、
最
終
的
に
は
夫
婦
の
将
来
の
小
家
庭
に
属
す
る
。
ま
た
嫁
入

り
道
具
の
多
寡
は
女
性
の
婚
家
に
お
け
る
地
位
に
影
響
す
る
た
め
、

女
性
の
実
家
は
女
性
が
嫁
ぐ
際
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
嫁
入
り
道

具
を
持
た
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
女
性
の
家
庭
の
立
ち
上
げ
と
権

力
獲
得
の
素
地
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
分
家
後
は
、
女
性
の
実
家

は
小
家
庭
に
と
っ
て
最
も
重
要
と
な
り
、
最
も
支
援
を
提
供
で
き
る

関
係
の
資
源
と
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
支
援
に
は
、
具
体
的
に
は
農

耕
の
忙
し
い
時
期
に
手
伝
い
に
来
る
と
か
、
家
屋
を
建
て
る
時
に
手



123──「実家」・「婚家」間のネットワークにおける「生活家庭」

を
貸
し
に
来
る
と
か
、
女
性
の
夫
に
仕
事
を
紹
介
す
る
と
か
、
金
品

を
贈
与
あ
る
い
は
貸
与
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
支
援
は

多
く
の
家
族
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
兄
弟
の
嫁
ど
う
し

の
家
族
の
競
争
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
家
の
資
源
が
重
要
な
一

面
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
女
性
が
実
家
と
婚
家
と
の
二
つ
の

親
族
グ
ル
ー
プ
を
つ
な
ぐ
役
割
と
し
て
、
関
係
資
源
の
協
力
を
左
右

し
た
り
、
活
発
な
仲
介
人
物
と
し
て
、
た
と
え
ば
義
兄
弟
（
自
身
の

姉
妹
の
夫
）
間
が
協
力
し
て
、
そ
の
義
姉
妹
（
妻
の
姉
妹
）
の
子
を

連
れ
て
出
稼
ぎ
す
る
な
ど
、
実
家
の
姻
戚
関
係
と
の
協
力
の
助
け
を

し
た
り
す
る
。
こ
う
い
っ
た
女
性
の
実
家
由
来
の
支
援
と
資
源
は
女

性
の
家
に
お
け
る
地
位
を
強
め
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
近
隣
関
係
は
主
婦
た
ち
が
力
を
入
れ
て
築
き
上
げ
る
村
内
関
係
の

資
源
で
あ
る
。
近
隣
関
係
の
形
成
は
し
ば
し
ば
井
戸
端
会
議
の
仲
間

同
士
の
付
き
合
い
か
ら
日
常
生
活
の
相
互
扶
助
に
及
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
実
質
的
な
経
済
援
助
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
関
係
は
主
婦
た
ち
に
よ
り
自
主
的
に
構
築
さ
れ
営
ま
れ
て
い
る

た
め
、
し
ば
し
ば
主
婦
が
夫
の
兄
弟
家
族
の
協
力
か
ら
抜
け
出
す
た

め
の
代
替
的
資
源
に
な
る
。
近
隣
関
係
を
具
現
化
し
た
井
戸
端
会
議

は
地
域
社
会
の
評
判
を
も
形
成
す
る
。
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
内
で

の
発
言
、お
よ
び
意
見
の
伝
達
に
よ
っ
て
、彼
女
た
ち
は
地
域
社
会
の

生
活
に
関
与
し
つ
つ
影
響
力
を
も
ち
、
こ
う
い
っ
た
地
域
社
会
の
評

判
を
活
用
し
て
自
身
の
家
庭
内
の
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、女
性
の
権
力
の
影
響
を
受
け
る
「
裏
舞
台
」
は
、

情
感
的
な
交
流
が
主
導
的
地
位
を
占
め
る
「
生
活
家
庭
」
で
あ
り
、

日
常
に
お
け
る
情
感
的
付
き
合
い
の
な
か
で
、
実
家
と
そ
の
他
の
社

会
的
関
係
を
選
別
し
構
築
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
影
響
力
を

裏
舞
台
に
閉
じ
込
め
た
「
表
舞
台
」
の
制
度
は
、
男
尊
女
卑
の
性
別

序
列
構
造
、
父
母
世
代
の
子
世
代
に
対
す
る
威
厳
の
世
代
間
構
造
、

お
よ
び
父
系
家
族
観
念
に
お
け
る
兄
弟
の
団
結
、（
系
譜
関
係
に
お

け
る
）
遠
近
や
ウ
チ
・
ソ
ト
を
明
確
に
分
別
す
る
文
化
的
規
範
に
帰

結
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
さ
に
張
村
の
異
な
る
年
齢
層
の
女
性

の
そ
れ
ぞ
れ
の
経
歴
が
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
数
十
年
、
そ
の
表
舞

台
・
裏
舞
台
の
関
係
が
変
化
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
将
来
の
展
望
へ
と
目
を
向
け
て
み
る
と
、
張
村
の
女
性

が
体
現
す
る
生
活
家
庭
の
実
践
、
お
よ
び
彼
女
た
ち
の
権
力
の
運
用

は
、
こ
れ
か
ら
一
層
、
裏
舞
台
か
ら
表
舞
台
へ
と
進
む
も
の
だ
と
確

信
で
き
よ
う
。

　
現
在
の
都
市
部
に
お
い
て
益
々
普
遍
化
し
た
種
々
の
家
庭
生
活
と

親
族
関
係
の
現
象
を
未
来
の
中
国
の
親
族
関
係
全
体
の
発
展
趨
勢
と

し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
向
性
は
さ
ら
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ほ
と

ん
ど
の
都
市
家
庭
は
初
め
か
ら
、
独
立
の
居
住
形
態
で
年
長
者
世
代

と
同
居
し
な
い
核
家
族
で
あ
る
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
夫
婦
は
共
働

き
で
家
事
を
分
担
し
、
妻
は
常
に
家
の
主
役
で
あ
る
。
生
育
の
面
で

は
、
女
の
子
も
男
の
子
と
同
じ
く
ら
い
好
ま
れ
る
。
最
近
、
子
ど
も

の
姓
は
父
親
と
母
親
の
ど
ち
ら
の
姓
に
従
う
か
、
と
い
っ
た
議
論
ま
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で
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
核
家
族
の
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お

い
て
は
、
妻
の
実
家
関
係
へ
の
傾
斜
が
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
財
産
の
相
続
に
お
い
て
は
、
子
女
と
も
に
均
等
に
相
続
す
る
こ

と
は
当
然
法
律
に
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
現
象
は
ど
れ
も
全
体
的
な
発
展
の
趨
勢
を
示
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
家
庭
の
主
要
な
機
能
は
情
感
を
中
心
と
し
た
生
活
共

同
体
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
家
庭
内
の
関
係
変
化
は
夫
婦
関
係
の
重

要
度
の
増
大
と
し
て
現
れ
、
夫
婦
は
家
庭
の
役
割
分
担
と
意
思
決
定

権
に
お
い
て
は
一
層
平
等
と
な
る
﹇
楊
善
華
・
沈
崇
麟 2000 : 251

﹈。

親
族
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
次
第
に
両
系
を
同
等
に
重
ん
じ
る
よ

う
に
な
り
、
姻
戚
と
母
系
の
血
縁
関
係
の
意
義
は
益
々
顕
著
に
な
る

﹇
楊
善
華
ほ
か 2000

﹈。
こ
れ
ら
の
趨
勢
は
、
女
性
が
営
ん
で
き
た

情
感
的
特
徴
の
生
活
空
間
は
も
は
や
水
面
下
で
は
な
く
な
り
、
女
性

の
情
感
的
権
力
も
益
々
正
当
化
し
表
舞
台
へ
と
登
場
し
て
き
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
女
性
の
生
活
実
践
は
親
族
関
係
と
家
庭
生
活
の
全
体
的
な
発
展
の

趨
勢
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
も
す
れ
ば
、
い
ま
ま
で
の

女
性
の
情
感
的
親
族
実
践
の
努
力
の
積
み
重
ね
が
親
族
関
係
の
展
望

を
示
す
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

注〈
1
〉 

筆
者
が
張
村
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
時
期
は
二
〇

〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
の
間
に
集
中
し
て
お
り
、
二
〇
〇
七
年
に

も
一
度
継
続
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

〈
2
〉 

「
査
定
」
と
は
、
結
婚
を
決
め
る
ま
で
の
間
に
、
双
方
の
家
族

が
仲
人
以
外
の
ル
ー
ト
を
通
じ
、
相
手
の
人
柄
と
家
庭
の
状
況
を
確

か
め
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
3
〉 

本
研
究
で
提
起
す
る
「
生
活
家
庭
」
は
、
次
の
い
く
つ
か
の
面

に
お
い
て
ウ
ル
フ
の
提
起
す
る
「
子
宮
家
庭
」
と
は
異
な
る
。
存
在

形
態
に
お
い
て
は
、
子
宮
家
庭
は
主
と
し
て
精
神
階
層
の
な
か
に
存

在
す
る
も
の
で
あ
り
、
女
性
と
し
て
の
人
生
の
意
義
の
面
に
存
在

し
、
父
系
家
族
の
内
部
に
隠
さ
れ
、
現
実
階
層
に
お
け
る
存
在
実
態

は
な
い
。
一
方
、
生
活
家
庭
は
分
家
を
通
し
現
実
的
な
実
体
を
有
す

る
よ
う
に
な
り
、
独
立
し
た
生
活
単
位
と
社
交
単
位
と
し
て
日
常
生

活
の
社
交
生
活
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
家
庭

内
部
の
関
係
の
点
で
は
、
子
宮
家
庭
に
お
け
る
母
子
関
係
は
唯
一
の

意
義
の
あ
る
関
係
で
あ
る
が
、
女
性
は
母
親
と
い
う
地
位
を
こ
の
家

庭
の
感
情
的
中
心
と
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
一
方
、
生
活
家
庭

に
お
い
て
は
、
夫
婦
関
係
が
家
庭
の
最
も
重
要
な
関
係
で
あ
り
、
女

性
の
妻
と
し
て
の
地
位
が
生
活
家
庭
に
重
大
な
意
義
を
も
た
せ
る
の

で
あ
る
。
家
庭
の
権
力
関
係
に
お
い
て
は
、
子
宮
家
庭
で
は
、
母
親

の
要
求
は
息
子
を
通
し
て
し
か
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
生

活
家
庭
で
は
、
異
な
る
発
展
段
階
で
、
女
性
の
要
求
は
夫
あ
る
い
は

子
女
を
通
し
て
現
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
直
接
そ
の
権
力
を
行
使
す



125──「実家」・「婚家」間のネットワークにおける「生活家庭」

る
の
で
あ
る
。

〈
4
〉 

家
庭
を
「
宗
族
構
造
の
基
礎
的
単
位
」（
フ
リ
ー
ド
マ
ン 2000 : 

3 8
）
と
み
な
す
こ
と
、
お
よ
び
宗
族
は
家
庭
の
「
最
も
広
範
囲
に
及

ぶ
直
接
の
拡
大
」
で
あ
る
こ
と
﹇
許
烺
光 1990 : 243

﹈、
家
の
連
続

と
族
化
﹇
費
孝
通 2006 : 4 0

﹈
な
ど
の
観
点
は
、
み
な
こ
の
角
度
か

ら
中
国
の
父
系
制
家
庭
と
中
国
社
会
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

〈
5
〉 

核
家
族
は
夫
婦
と
未
婚
の
子
女
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
家
族
で
あ

る
が
、
本
稿
で
は
ほ
か
に
夫
婦
二
人
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
夫
婦
の
み

の
家
族
も
核
家
族
に
算
入
し
た
。

〈
6
〉 

夫
婦
と
既
婚
子
女
か
ら
構
成
さ
れ
る
家
族
。

〈
7
〉 

戸
籍
記
録
の
資
料
は
実
際
の
状
況
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

実
際
の
生
活
で
す
で
に
分
家
し
た
家
に
は
、
分
家
状
況
を
鎮
の
戸
籍

管
理
室
に
報
告
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
実
際
の
核
家

族
が
占
め
る
比
率
は
こ
こ
で
示
し
た
統
計
数
字
よ
り
も
高
く
、
主
幹

家
族
の
比
率
は
よ
り
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
8
〉 

通
常
は
末
っ
子
の
息
子
が
分
家
を
す
る
ま
で
待
っ
て
は
じ
め

て
、
大
家
族
名
義
の
財
産
お
よ
び
父
母
名
義
の
責
任
が
最
終
的
に
分

割
さ
れ
る
。
同
時
に
分
割
に
は
各
子
世
代
の
家
庭
の
父
母
に
対
す
る

養
育
義
務
の
分
担
も
あ
る
。

〈
9
〉 

“
近
門
子
”
以
外
の
同
村
の
他
人
を
指
す
。

〈
10
〉 

結
婚
後
五
年
以
内
の
離
婚
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。

〈
11
〉 

左
際
平
の
研
究
﹇
左
際
平 2002

﹈
を
参
照
。
左
際
平
氏
は
一

九
九
八
年
に
中
国
の
い
く
つ
か
の
都
市
の
調
査
で
、
妻
の
家
庭
に
お

け
る
意
思
決
定
権
は
夫
よ
り
も
大
き
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
、
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
妻
が
家
事
労
働
に
関
与
す

る
程
度
は
夫
よ
り
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
庭
の
意
思
決
定

「
権
力
の
大
き
さ
は
、
家
事
労
働
に
関
与
す
る
程
度
と
正
比
例
で
あ

る
」。

〈
12
〉 

楊
懋
春
は
五
〇
年
前
の
山
東
省
膠
州
湾
の
農
村
家
庭
を
描
写
す

る
な
か
で
、
生
き
生
き
と
し
た
文
章
で
類
似
の
現
象
を
描
写
し
て
い

る
﹇
楊
懋
春 2001 : 5 9

﹈。
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