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一　

研
究
の
趣
旨
と
方
向
性

モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
「
伝
統
」
と
い
う
言
葉
は
特
別
な
意
味
を
含
ん

で
い
る
。
一
般
的
に
使
わ
れ
る
伝
統
（tradition

）
に
も
「
伝
え
る
、
引

き
継
ぐ
」
と
い
う
意
味
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
「
伝
統
」

は
、
綿
々
と
続
く
一
本
の
糸
も
し
く
は
一
筋
の
道
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
有

す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
廣
池
が
「
伝
統
」
の
訳
語
と
し
て
わ
ざ
わ

ざortholinon

（the line of succession

）
と
い
う
造
語
を
与
え
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

廣
池
が
続
く
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
し
た
の
は
、
孔
子
が
堯
・
舜
以
来

の
聖
人
の
実
行
し
た
道
を
祖
述
し
た
と
い
う
事
跡
に
感
激
し
た
こ
と
に
依

る）
1
（

と
思
わ
れ
る
が
、
孔
子
の
子
孫
が
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
日
本
の
皇
室
が
神
武
以
来
連
綿
と
続
い
て
い
る
と
い
う
事
実

に
、
道
徳
実
行
の
効
果
の
確
信
を
つ
か
ん
だ
か
ら
で
あ
る）

2
（

。
こ
の
日
本
皇

室
の
万
世
一
系
と
い
う
事
実
の
探
究
が
廣
池
の
学
問
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
所
々
の
記
述）

3
（

や
回
想）

4
（

か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

廣
池
は
家
系
が
継
続
す
る
こ
と
を
道
徳
実
行
の
重
要
な
課
題
と
し
て
と

ら
え
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
血
縁
や
家
名
の
継
承
を
尊
重
す
る
考
え
の

起
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
廣
池
は
、「
旧
は
新
を
育

て
、
新
は
旧
を
養
う
」
こ
と
を
生
物
の
法
則
と
し
て
と
ら
え
た）

5
（

。
そ
し
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て
、
そ
れ
を
「
漸
次
に
こ
の
宇
宙
を
開
拓
す
る
と
こ
ろ
の
事
実
す
な
わ
ち

真
理
」
と
と
ら
え
た
の
だ
が
、
廣
池
の
真
意
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
を
探
る
試
み
と
し
て
本
研
究
が
あ
る
。
生
物
の
法
則
で
あ
る
と
い
う

以
上
、
生
命
全
般
の
法
則
と
整
合
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

D 

N 

A
に
代
表
さ
れ
る
遺
伝
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
生
物
の
法
則
を
ヒ
ト
以
外
の
動
物
に
当
て
は
め
る
と
す
る

と
、
彼
ら
は
何
を
継
続
し
、
循
環
し
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
は
、
生
命
誕
生
と
そ
の
継
続
機
構
が
「
天
然
の
摂
理
」
で
あ
る

と
説
く
異
才
な
生
命
科
学
者
大
野
乾
の
学
説
か
ら
生
命
の
伝
達
継
承
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ヒ
ト
以
外
の
動
物
で
は
、
独
自
の
サ
ル
社

会
進
化
論
を
展
開
し
た
伊
谷
純
一
郎
の
考
え
を
基
に
、
霊
長
類
の
家
族
と

そ
れ
が
所
属
す
る
群
れ
の
継
承
を
維
持
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
す
る
。

さ
ら
に
、
ヒ
ト
が
社
会
を
継
続
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
家
族
シ
ス
テ
ム

を
開
発
展
開
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
歴
史
人
口
学
の
立
場
か
ら
考
察
し

た
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
の
学
説
に
言
及
す
る
。

廣
池
は
二
〇
代
後
半
に
京
都
で
穂
積
陳
重
の
論
文
を
目
に
し
、
中
国
法

制
史
の
研
究
者
が
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
将
来
へ
の
志
を
立
て
た）

6
（

。
そ

の
後
、
学
位
論
文
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
中
国
法
制
史
研
究
の
中
で
、
古

代
中
国
の
親
族
法
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
唐
代
以
前
の
中

国
に
お
け
る
親
族
の
体
系
、
つ
ま
り
家
族
の
在
り
方
を
示
す
文
献
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
廣
池
が
考
え
た
家
系
の
継

続
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

以
上
の
研
究
を
基
に
、
廣
池
が
提
唱
し
た
「
伝
統
」
の
原
理
に
お
い

て
、
家
系
の
継
続
を
今
日
日
本
が
置
か
れ
た
状
況
、
す
な
わ
ち
少
子
高
齢

化
し
た
核
家
族
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
に

つ
い
て
も
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
思
う
。

二　

家
系
の
伝
達
継
承
シ
ス
テ
ム

二
─

一　

生
命
の
世
代
間
伝
達
継
承
シ
ス
テ
ム

生
命
の
本
質
は
何
か
と
い
う
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
だ
す
こ
と
（
代

謝
）
と
増
殖
す
る
こ
と
（
複
製
）
と
さ
れ
て
い
る
（
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
、

一
九
九
六
）。
特
に
増
殖
し
複
製
を
造
る
と
い
う
特
性
に
つ
い
て
は
、
デ
オ

キ
シ
リ
ボ
核
酸
（
D 

N 

A
）
の
構
造
が
わ
か
っ
て
か
ら
、
そ
の
情
報
伝
達

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
詳
細
に
解
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
D 

N 

A
は
A

（
ア
デ
ニ
ン
）、
G
（
グ
ア
ニ
ン
）、
C
（
シ
ト
シ
ン
）、
T
（
チ
ミ
ン
）
と

い
う
塩
基
の
配
列
か
ら
で
き
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
遺
伝
子
情
報

を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
反
復
す
る
規
則
性
を
見

る
と
生
命
進
化
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
と
大
野
乾
は
考
え
た
。

（
一
）
生
命
進
化
の
核
心
は
遺
伝
子
コ
ピ
ー
に
あ
る

大
野
は
、
遺
伝
子
の
発
生
は
単
鎖
R 

N 

A
鋳
型
の
繰
り
返
し
に
よ
る
と

考
え
た
（
大
野
、
一
九
八
八
）。
そ
の
後
も
、
遺
伝
子
を
含
め
た
塩
基
配
列

の
コ
ピ
ー
に
よ
っ
て
生
命
の
複
雑
化
に
対
応
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
変
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化
に
対
す
る
自
然
淘
汰
の
厳
し
い
統
制
に
対
応
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。「
歴
代
に
綿
々
と
伝
わ
る
、
核
酸
の
塩
基
配
列
を
唯
一
の
情

報
源
と
す
る
と
い
う
前
提
で
出
発
し
た
生
命
は
、
創
造
を
嫌
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
事
実
、
本
当
の
意
味
で
の
上
記
の
よ
う
な
遺
伝
子
の
創
造
は
、
生

命
誕
生
直
後
に
起
こ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
の
進
化
は
も
っ
ぱ
ら
、
遺
伝

子
重
複
機
構
に
よ
る
、
似
て
非
な
る
遺
伝
子
の
蓄
積
に
頼
っ
て
き
た
よ
う

で
あ
る
。
遺
伝
子
重
複
に
よ
る
進
化
と
い
う
と
、
一
見
荘
重
に
聞
こ
え
る

が
、
悪
く
言
え
ば
既
存
の
遺
伝
子
の
反
復
盗
作
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
ご

く
稀
に
は
、
現
存
生
物
で
も
ゲ
ノ
ム
の
今
ま
で
使
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
塩
基
配
列
を
拾
っ
て
き
て
、
本
当
の
意
味
で
新
し
い
蛋
白
を
創
造

す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
も
新
し
く
拾
っ
て
き
た
塩
基
配
列
は
、
三

五
億
年
以
上
前
に
誕
生
し
た
一
群
の
遺
伝
子
と
同
様
、
短
い
塩
基
配
列
の

繰
り
返
し
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
言
及
し
よ
う
」）

7
（

。
生
命
情
報
の
継
続
を

維
持
す
る
た
め
の
工
夫
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
二
） 

雄
の
遺
伝
子
が
継
承
さ
れ
る
の
か
、
雌
の
遺
伝
子
が
継
承
さ
れ
る

の
か

遺
伝
子
は
対
立
遺
伝
子
と
し
て
染
色
体
上
に
存
在
し
、
そ
れ
が
発
現
し

て
生
命
活
動
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
雄
の
遺
伝
子
と

雌
の
遺
伝
子
は
確
率
的
に
五
〇
％
ず
つ
の
貢
献
を
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、

実
は
メ
ン
デ
ル
の
法
則
に
従
わ
な
い
遺
伝
子
た
ち
の
存
在
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。

大
野
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ウ
マ
や
イ
ヌ
の
品
種
改
良
家
の

間
で
は
、
父
親
の
遺
伝
子
組
成
が
母
親
の
遺
伝
子
組
成
よ
り
も
、
名
馬
、

名
犬
を
作
る
の
に
大
切
で
あ
る
と
い
う
迷
信
が
広
く
浸
透
し
て
い
る
。
人

類
社
会
の
父
系
尊
重
も
伝
統
的
な
同
じ
迷
信
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
先

述
し
た
キ
ャ
ク
ナ
ッ
ク
博
士
の
マ
ウ
ス
第
11
対
染
色
体
の
知
見）

8
（

を
考
慮
す

る
と
、
上
記
の
迷
信
も
案
外
科
学
的
な
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も

思
え
て
く
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
、

真
性
哺
乳
類
の
胎
児
は
、
胎
盤
な
し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
厳
粛

な
事
実
で
あ
る
」）

9
（

。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
胎
盤
形
成
に
お
い
て
は
、
主
に
父

親
由
来
の
遺
伝
子
が
働
く
と
い
う
事
実
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
野
は

こ
う
続
け
て
い
る
、「
受
精
卵
が
卵
割
分
裂
を
始
め
て
か
ら
最
初
に
起
こ

る
細
胞
分
化
は
、
胞
胚
期
の
内
部
細
胞
塊
（inner cell m

ass

）
と
、
栄

養
外
胚
葉
（trophectoderm

）
の
分
化
で
あ
る
。
前
者
は
胎
児
そ
の
も

の
と
な
り
、
後
者
は
胎
盤
と
な
る
。
胎
盤
は
父
系
に
遺
伝
す
る
と
い
う
事

実
と
、
前
述
の
胎
盤
で
は
父
親
由
来
の
X
染
色
体
が
選
択
的
に
不
活
性
化

さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
一
見
矛
盾
し
て
見
え
る
。
し
か
し
、
X
染
色
体

上
に
は
胎
盤
形
成
に
貢
献
す
る
遺
伝
子
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば

問
題
は
な
い
」。
適
応
の
結
果
と
は
い
え
、
両
親
の
遺
伝
子
の
伝
達
継
承

に
も
多
様
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
三
）
父
系
出
自
を
示
す
Y
染
色
体

上
記
の
よ
う
に
、
受
精
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
は
本
来
父
親
由
来
の
遺
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伝
子
と
母
親
由
来
の
遺
伝
子
は
五
〇
％
ず
つ
の
筈
で
あ
る
が
、
全
て
が
そ

う
で
は
な
く
、
形
質
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
が
ふ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
遺
伝
子
情

報
に
関
し
て
父
親
優
位
と
か
母
親
優
位
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
性
分
化
に
関
わ
る
性
染
色
体
（
X 

Y
染
色
体
）
と
い
う
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
ほ
ぼ
全
哺
乳
類
が
同

じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
共
有
し
て
い
る
。
Y
染
色
体
は
男
性
の
み
が
も
っ
て
い

て
男
性
の
性
分
化
を
担
っ
て
い
る
。
精
子
や
卵
子
と
い
っ
た
配
偶
子
が
で

き
る
際
、
減
数
分
裂
を
す
る
の
で
配
偶
子
は
X
か
Y
の
ど
ち
ら
か
の
染
色

体
し
か
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
卵
子
は
母
親
が
も
つ
ど
ち
ら
か
の
X
染

色
体
を
有
す
る
一
方
で
、
精
子
は
父
親
の
X
か
Y
の
染
色
体
を
も
つ
。
つ

ま
り
、
一
組
の
夫
婦
か
ら
生
ま
れ
る
男
の
子
ど
も
が
も
つ
X 

Y
の
性
染
色

体
の
中
、
Y
染
色
体
は
父
親
由
来
の
も
の
と
な
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
の
遺
伝
人
類
学
者
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
サ
イ
ク
ス
は
、
そ
の
Y
染
色
体
を

辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
系
の
男
子
な
ら
び
に
姓
の
由
来
を
調
べ
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
て
い
る
（
サ
イ
ク
ス
、
二
〇
〇
四
）。

次
々
節
で
父
系
の
家
族
シ
ス
テ
ム
を
取
り
上
げ
る
が
、
サ
イ
ク
ス
に
い

わ
せ
れ
ば
、
父
系
は
Y
染
色
体
に
よ
っ
て
系
統
を
辿
る
こ
と
が
保
証
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
母
系
も
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
と
い
う
細

胞
質
が
も
つ
D 

N 

A
に
よ
っ
て
辿
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
基
本
的
遺

伝
子
情
報
を
も
つ
染
色
体
を
継
い
で
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
意
味
が
異
な

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
父
系
は
、
系
統
を
辿
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
遺
伝
的
に
選
択
さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

二
─

二　

霊
長
類
の
世
代
間
伝
達
継
承
シ
ス
テ
ム

日
本
で
霊
長
類
の
野
外
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
戦
後
間
も
な
い
一
九
四

八
年
の
こ
と
で
あ
る
（
伊
谷
、
一
九
九
一
）。
後
に
文
化
勲
章
を
受
章
し
た

今
西
錦
司
が
、
当
時
学
生
で
あ
っ
た
伊
谷
純
一
郎
と
川
村
俊
蔵
を
伴
い
、

宮
崎
県
の
幸
島
で
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
研
究
を
始
め
た
。
今
西
、
伊
谷
ら
は
そ

の
後
ア
フ
リ
カ
の
類
人
猿
研
究
に
進
出
し
、
日
本
と
世
界
の
霊
長
類
研
究

の
礎
を
築
い
た
。
こ
こ
で
は
、
伊
谷
純
一
郎
の
社
会
進
化
論
に
沿
っ
て
、

霊
長
類
の
集
団
の
進
化
と
そ
の
伝
達
継
承
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
議
論
を
展

開
す
る
。

（
一
）
霊
長
類
の
集
団
の
多
様
性
と
進
化
の
道
筋

霊
長
類
に
は
二
〇
〇
を
越
え
る
種
が
い
る）

10
（

。
生
息
地
域
は
ア
フ
リ
カ
、

東
・
東
南
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
中
・
南
米
と
広
く
、
そ
の
気
候
も
熱
帯
雨

林
、
乾
燥
草
原
・
山
岳
地
域
、
高
山
、
積
雪
地
域
と
多
様
で
あ
る
。
そ
れ

に
応
じ
て
彼
ら
の
生
態
も
様
々
で
あ
る
が
、
基
本
は
群
れ
を
作
っ
て
生
活

す
る
動
物
で
あ
る
。
伊
谷
（
一
九
八
七
）
は
、
群
れ
で
生
活
す
る
こ
と
の

多
い
サ
ル
た
ち
の
社
会
も
、
夜
行
性
動
物
の
孤
立
的
生
活
か
ら
、
一
夫
一

妻
型
も
し
く
は
一
夫
多
妻
型
を
経
て
、
複
雄
複
雌
の
集
団
に
進
化
し
た
と
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考
え
た
（
図
1
）。
そ
し
て
集
団
の
誕
生
は
、
一
夫
一
妻
の
ペ
ア
型
に
あ

る
と
し
て
い
る
。
同
僚
の
川
村
俊
蔵
は
こ
こ
に
父
性
の
誕
生
つ
ま
り
家
族

の
誕
生
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
（
川
村
、
一
九
八
五
）。

（
二
） 

イ
ン
セ
ス
ト
の
回
避
と
同
性
・
異
性
の
反
発
性
に
よ
る
基
本
的
社

会
単
位

伊
谷
は
、
集
団
生
活
を
す
る
霊
長
類
の
群
れ
の
中
で
イ
ン
セ
ス
ト
（
近

親
相
姦
）
を
回
避
す
る
た
め
に
個
体
の
入
出
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、

次
頁
表
1
に
示
す
よ
う
な
同
性
・
異
性
の
反
発
性
に
よ
る
雄
の
出
入
り
と

雌
の
出
入
り
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
次
の
図
2
に
あ
る
六
つ
（
理
論

的
に
は
組
合
せ
は
一
六
あ
る
が
集
団
が
成
り
立
つ
の
は
六
）
の
集
団
形
態

が
あ
り
得
る
と
し
て
、
そ
れ
を
基
本
的
社
会
単
位
（B

asic Social U
nit, 

B 

S 

U
）
と
呼
ん
だ
。

六
つ
の
B 

S 

U
の
う
ち
、
下
の
三
つ
は
ペ
ア
型
と
そ
の
派
生
と
し
て
の

一
夫
多
妻
と
多
夫
一
妻
型
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
小
さ
い
集
団
で
、
集
団
の

継
承
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
上
の
三
つ
は
ペ
ア
型
か

ら
発
展
し
大
き
な
集
団
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ル
の
群
れ
の
多
く

は
、
雄
が
出
入
り
を
し
、
雌
が
集
団
の
継
承
性
を
保
証
す
る
母
系
制
の
群

れ
を
作
っ
て
い
る
。
一
方
、
雌
が
出
入
り
を
し
、
雄
が
集
団
の
継
承
性
を

保
証
す
る
の
が
父
系
制
の
群
れ
で
あ
る
。
双
系
制
の
集
団
は
、
そ
れ
ら
の

前
段
階
の
集
団
と
見
ら
れ
て
い
る
。

（
三
）
な
ぜ
母
系
制
と
父
系
制
に
分
か
れ
た
の
か

集
団
の
継
続
性
が
ど
う
し
て
母
系
制
と
父
系
制
に
分
か
れ
る
の
か
。
山

極
寿
一
は
伊
谷
純
一
郎
の
両
性
の
も
つ
反
発
の
力
と
い
う
考
え
を
引
き
継

ぎ
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
山
極
、
一
九
九
四
）。

母
系
制
の
群
れ
で
は
、
生
物
学
的
父
親
が
特
定
で
き
な
い
の
で
雌
間
の

競
合
は
働
か
ず
に
雌
同
士
の
連
合
が
作
ら
れ
や
す
く
な
る
。
多
く
は
母
娘

の
結
び
つ
き
を
中
心
と
し
た
血
縁
の
ま
と
ま
り
が
で
き
る
。
雄
の
間
に
は

図 1　霊長類の社会進化と父性の誕生
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同
性
間
の
反
発
が
保
た
れ
、
思
春
期
に
な
る
と
群
れ
を
離
れ
る
よ
う
に
な

り
、
お
と
な
の
雄
も
個
別
に
出
入
り
が
起
こ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ン
セ

ス
ト
の
回
避
が
図
ら
れ
る
。

父
系
制
は
、
類
人
猿
と
ご
く
一
部
の
南
米
の
サ
ル
に
見
ら
れ
る
。
父
系

制
の
一
つ
は
、
雌
同
士
が
反
発
関
係
を
保
ち
な
が
ら
遊
動
域
を
重
複
さ

せ
、
雄
と
の
配
偶
関
係
を
解
消
さ
せ
る
方
法
を
と
る
。
雄
は
子
育
て
を
放

棄
す
る
一
方
で
、
雌
ほ
ど
特
定
の
食
物
資
源
に
執
着
せ
ず
、
広
い
範
囲
を

遊
動
し
て
複
数
の
雌
と
一
時
的
な
交
尾
関
係
を
結
ぶ
。
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン

に
見
ら
れ
る
形
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
雌
同
士
が
緩
い
反
発
関
係
を
保

ち
な
が
ら
、
分
散
し
て
分
布
す
る
果
実
を
摂
る
た
め
に
互
い
に
や
や
離
れ

て
暮
ら
す
方
法
を
と
る
。
雄
は
同
性
間
で
連
合
し
、
生
ま
れ
育
っ
た
集
団

を
離
れ
ず
に
父
系
的
な
集
団
を
作
っ
て
い
る
。
離
合
集
散
型
の
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
社
会
に
見
ら
れ
る
形
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
父
系
を
と
る
集
団
に
ゴ
リ
ラ
が
い
る
。
ゴ
リ
ラ

は
、
果
実
で
は
な
く
繊
維
質
の
植
物
食
な
の
で
、
食
物
を
巡
る
個
体
間
、

集
団
間
の
競
合
が
弱
い
。
雌
た
ち
は
互
い
に
高
い
許
容
性
を
示
す
が
、
そ

の
関
係
は
薄
い
。
し
か
し
、
母
娘
の
間
に
反
発
関
係
が
残
り
、
娘
は
思
春

期
に
集
団
を
去
る
。
雄
間
の
反
発
関
係
は
強
く
、
雄
も
思
春
期
に
群
れ
を

出
る
が
、
父
親
が
老
齢
に
な
る
と
許
容
さ
れ
、
群
れ
を
継
ぐ
こ
と
に
な

る
。
ペ
ア
型
と
い
う
よ
り
は
双
系
の
改
変
に
見
え
る
。

一
般
に
雌
は
雄
よ
り
拡
散
傾
向
が
弱
い
の
で
、
父
系
的
な
集
団
で
は
イ

ン
セ
ス
ト
の
危
険
が
母
系
制
よ
り
も
高
く
な
る
。
そ
れ
で
も
類
人
猿
が
父

表 1　BSU をめぐる雌雄の移出・移入の有無に
基づいて作った四象限。各象限の Yes, No の組
み合わせによって、一つの BSU の構造を表現し
うる

図 2　上の三つは継承性が保証されている基本的
社会単位集団（BSU）。下の三つは継承性が保証
されていない BSU の型
（表 1、図 2ともに伊谷純一郎 , 1987からの引用）

【表 1，2，3】 
 
 

  オス メス 

移出 
 Yes（Ａ） 

 No（a） 

 Yes（Ｂ） 

 No（ｂ） 

移入 
 Yes（Ｃ） 

 No（ｃ） 

 Yes（Ｄ） 

 No（ｄ） 

 
 
 

  
親子関係 

自由 権威 

兄弟関係 

平等 
自由・平等 

平等主義核家族 

権威・平等 

外婚制共同体家族 

非平等 
自由 

絶対核家族 

権威・不平等 

直系家族 

 
ここで非平等とは、平等への無関心（絶対核家族）と積極的な不平

等（直系家族）を含む用語である。 

 
 

 非伝統的なお墓 伝統的なお墓 

住 非定住化 定住性 

人間 非血縁 血縁 

 

お墓 

無縁化 

流動化 

個人化 

永続性 

固定性 

尊厳性 

 
 
  

雄 雌
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系
制
を
取
っ
た
の
は
大
型
化
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
伊
谷
、
一
九
八
七
）。
危
険
な
衝
突
を
回
避
し
な
が
ら
群
れ
を
防
衛
す
る
に

は
雄
同
士
の
連
合
に
よ
る
協
力
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
何
を
継
続
す
る
の
か

継
承
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
集
団
は
何
を
継
承
し
、
受
け
渡
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
前
節
で
議
論
を
し
た
D 

N 

A
、
す
な
わ
ち
遺
伝

子
（
遺
伝
的
情
報
）
の
受
け
渡
し
で
あ
る
。
遺
伝
子
は
生
命
の
基
本
的
情

報
を
伝
え
る
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
と
似
た
も
の
を
増
や
し
て
い

く
戦
略
を
も
つ
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
（
ド
ー
キ
ン
ス
、
二
〇
〇

六
）。
血
縁
を
維
持
す
る
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
。
母
系
制
の
集
団
で
は
、

母
親
か
ら
娘
へ
遺
伝
子
を
受
け
渡
し
、
他
方
父
系
制
で
は
父
親
か
ら
息
子

へ
遺
伝
子
を
受
け
渡
す
の
で
あ
る
。

大
き
な
脳
を
も
つ
霊
長
類
の
動
物
た
ち
は
遺
伝
子
に
よ
る
情
報
の
受
け

渡
し
の
他
に
、
模
倣
に
よ
る
情
報
（
文
化
的
情
報
）
の
受
け
渡
し
を
行
っ

て
い
る
。
D 

N 

A
に
刻
ま
れ
た
遺
伝
的
情
報
の
選
択
に
は
非
常
に
長
い
時

間
が
か
か
る
の
に
対
し
、
脳
に
刻
ま
れ
た
文
化
的
情
報
は
変
異
も
容
易

で
、
環
境
の
変
化
に
よ
り
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
渇
水
期
の
水
飲
み
場
へ
の
誘
導
（
長
老
の
記
憶
に
従
う
＝

集
団
が
も
つ
知
恵
）（
ク
マ
ー
、
一
九
七
八
）。
ま
た
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で

も
、
西
ア
フ
リ
カ
に
棲
む
も
の
と
、
東
ア
フ
リ
カ
に
棲
む
も
の
で
は
、
採

取
す
る
食
物
の
種
類
、
そ
し
て
そ
の
時
に
用
い
る
道
具
の
種
類
が
異
な
る

（
マ
ッ
ク
グ
ル
ー
、
一
九
九
六
）。

西
ア
フ
リ
カ
の
ボ
ッ
ソ
ウ
の
森
に
棲
む
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
は
石
の
ハ

ン
マ
ー
と
台
を
使
っ
て
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
実
を
割
っ
て
食
べ
る
。
三
〇
〇
キ

ロ
離
れ
た
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
の
タ
イ
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
は
同
じ
石

器
を
用
い
て
も
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
は
食
べ
ず
コ
ウ
ラ
や
バ
ン
ダ
な
ど
五
種
類
の

ナ
ッ
ツ
を
割
っ
て
食
べ
る
（
松
沢
、
一
九
九
一
）。
一
方
、
東
ア
フ
リ
カ
の

タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ゴ
ン
ベ
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
は
、
木
の
枝
を
差
し
込
ん

で
シ
ロ
ア
リ
を
釣
っ
て
食
べ
る
が
、
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
は
食
べ
ず
、
石
器
も
使

わ
な
い
。
ま
た
、
ゴ
ン
ベ
と
同
じ
タ
ン
ガ
ニ
ー
カ
湖
畔
の
マ
ハ
レ
で
は
オ

オ
ア
リ
を
釣
っ
て
食
べ
る
（
中
村
、
二
〇
一
五
）。

文
化
的
情
報
は
ヒ
ト
で
は
さ
ら
に
重
要
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
道
具
の
使
い
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
言
葉
と
文
字
の
継
承
、
地
域

や
民
族
固
有
の
意
匠
の
伝
達
、
祖
先
の
祭
祀
、
等
々
挙
げ
れ
ば
切
り
が
な

い
。
ド
イ
ツ
の
比
較
生
物
学
者
ア
ド
ル
フ
・
ポ
ル
ト
マ
ン
に
「
ヒ
ト
が
生

理
的
早
産
な
の
は
文
化
を
習
得
す
る
た
め
」
と
言
わ
し
め
た
の
も
無
理
か

ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
（
ポ
ル
ト
マ
ン
、
一
九
六
一
）。
上
記
の
よ
う
な
精
神
性

の
伝
達
の
ほ
か
、
人
間
は
そ
の
土
地
と
財
産
の
継
承
も
文
化
継
続
の
大
切

な
要
素
で
あ
る
。
特
に
、
家
族
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
上
で
そ
れ
は
重
要
な

要
因
に
な
っ
て
い
る
。

二
─

三　

家
族
の
世
代
間
伝
達
継
承
シ
ス
テ
ム

日
本
に
関
す
る
政
治
的
発
言
も
い
く
つ
か
あ
り
、
わ
が
国
で
も
そ
れ
な
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り
に
名
前
の
知
ら
れ
た
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
立

人
口
統
計
学
研
究
所
の
歴
史
人
口
学
者
で
あ
る
（
ト
ッ
ド
、
二
〇
一
五
）。

二
五
歳
で
出
し
た
『
最
後
の
転
落
│
ソ
連
崩
壊
の
シ
ナ
リ
オ
』（
一
九
七

六
）
に
よ
り
、
ソ
連
崩
壊
を
予
言
し
た
。
そ
の
後
、
家
族
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
著
書
を
数
多
く
だ
し
、
二
〇
一
一
年
に
出
さ
れ
た
『
家
族
シ
ス
テ
ム

の
起
源
』
が
二
〇
一
六
年
に
邦
訳
さ
れ
た
。
従
来
の
構
造
人
類
学
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
ト
ッ
ド
の
家
族
シ
ス
テ
ム
の
と
ら
え
方
は
、
伊
谷
純
一
郎

が
と
ら
え
た
霊
長
類
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と
の
連
続
性
を
見
い
だ
し
う
る
可

能
性
を
筆
者
は
感
じ
、
注
目
し
た
。
さ
ら
に
廣
池
の
古
代
中
国
親
族
法
に

見
ら
れ
る
中
国
家
族
と
の
比
較
に
お
い
て
も
有
益
と
考
え
、
ト
ッ
ド
の
家

族
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
中
国
家
族
の
と
ら
え
方
を
見
て
い
く
。

（
一
）
人
類
の
基
本
的
な
四
つ
の
家
族
シ
ス
テ
ム

ト
ッ
ド
は
、
親
子
関
係
が
自
由
か
権
威
的
か
と
い
う
次
元
と
き
ょ
う
だ

い
関
係
が
平
等
か
非
平
等
か
と
い
う
二
つ
の
次
元
に
よ
っ
て
家
族
シ
ス
テ

ム
が
決
ま
る
と
考
え）

11
（

、
以
下
に
あ
る
よ
う
な
平
等
主
義
家
族
、
共
同
体
家

族
、
絶
対
核
家
族
、
直
系
家
族
の
四
つ
を
人
類
の
基
本
的
な
家
族
シ
ス
テ

ム
と
し
た）

12
（

。

平
等
主
義
核
家
族
は
、
親
子
関
係
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
自
由
と
い

う
価
値
と
き
ょ
う
だ
い
間
の
平
等
と
い
う
価
値
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
は
成
人
す
る
と
原
則
皆
独
立
す

る
。
フ
ラ
ン
ス
北
部
、
ス
ペ
イ
ン
中
南
部
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
北
東
部
、
ギ
リ

シ
ャ
、
イ
タ
リ
ア
南
部
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
エ
チ
オ
ピ

ア
で
一
般
的
に
見
ら
れ
る
家
族
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

次
に
共
同
体
家
族
で
は
、
父
親
は
そ
の
既
婚
の
息
子
た
ち
と
連
合
さ
せ

た
世
帯
を
作
る
。
外
婚
制
で
、
親
は
子
に
対
し
権
威
的
で
あ
る
が
、
男
き

ょ
う
だ
い
間
は
平
等
で
あ
る
。
女
き
ょ
う
だ
い
は
外
に
出
て
行
く
存
在

で
、
女
性
の
地
位
は
一
般
的
に
低
い
。
ロ
シ
ア
、
東
欧
諸
国
、
モ
ン
ゴ

ル
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
で
見
ら
れ
る
。
他
方
、
西
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ

ア
、
北
ア
フ
リ
カ
で
は
内
婚
制
で
、
こ
ち
ら
で
は
親
の
権
威
は
形
式
的
で

あ
り
、
男
き
ょ
う
だ
い
間
は
平
等
で
、
女
性
の
地
位
は
こ
ち
ら
も
低
い
。

絶
対
核
家
族
で
は
、
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
極
め
て
自
由
主
義
だ
が
子

ど
も
の
間
の
平
等
の
観
念
に
は
無
関
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
の
地
位

は
高
い
。
こ
ち
ら
も
子
ど
も
は
成
人
す
る
と
皆
独
立
す
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
で
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
系
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ

ダ
、
豪
州
、
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
見
ら
れ

る
家
族
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
共
通
し
て
、
個
人
主
義
を
尊
重
し
、
自
由
経

済
を
守
り
、
移
動
性
が
高
い
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。

四
つ
め
の
直
系
家
族
で
は
、
子
ど
も
の
う
ち
一
人
（
一
般
に
は
長
男
）

が
親
元
に
残
る
。
父
親
の
権
威
と
い
う
原
則
と
き
ょ
う
だ
い
間
の
不
平
等

（
一
子
に
よ
る
遺
産
相
続
の
シ
ス
テ
ム
）
と
い
う
原
則
に
基
づ
く
家
族
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
女
性
の
地
位
は
比
較
的
高
い
。
ア
ジ
ア
で
は
日
本
、
朝

鮮
半
島
、
台
湾
で
見
ら
れ
、
華
南
に
痕
跡
的
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
欧
州

で
は
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
ベ
ル
ギ
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ー
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
他
、
ユ
ダ

ヤ
人
社
会
で
見
ら
れ
る
。
秩
序
と
安
定
を
好
み
、
政
権
交
代
が
少
な
く
、

自
民
族
中
心
主
義
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

（
二
）
共
同
体
家
族
の
サ
イ
ク
ル
と
方
向
性

こ
こ
か
ら
は
中
国
に
主
要
な
家
族
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
父
系
制
共
同
体
家

族
に
注
目
す
る
。
父
系
制
共
同
体
家
族
の
家
族
サ
イ
ク
ル
は
、
以
下
の
よ

う
に
な
る
。
一
組
の
夫
婦
が
子
供
を
も
う
け
る
。
そ
の
子
供
た
ち
が
成
年

に
達
す
る
と
、
息
子
は
結
婚
し
、
そ
の
妻
は
夫
の
両
親
の
家
で
同
居
す

る
。
娘
は
家
を
出
さ
れ
、
外
部
の
男
と
結
婚
し
、
相
続
か
ら
除
外
さ
れ

る
。
父
親
が
死
ぬ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
少
し
後
に
息
子
た
ち
は
財
産
を
均

等
に
分
け
て
、
同
居
を
解
消
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
が
再
開
さ

れ
、
息
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
大
家
族
の
家
父
長
と
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
婚
姻
の
父
方
居
住
制
と
相
続
の
父
系
制
に
見
ら
れ
る
こ
の
家

族
シ
ス
テ
ム
の
発
展
サ
イ
ク
ル
と
し
て
、
父
と
息
子
と
い
う
縦
の
繋
が
り

と
兄
弟
と
い
う
横
の
繋
が
り
を
組
み
合
わ
せ
た
大
き
な
家
族
集
団
が
形
成

さ
れ
る
。

一
方
、
直
系
家
族
と
核
家
族
の
サ
イ
ク
ル
を
見
て
み
る
と
、
直
系
家
族

で
は
、
一
組
の
夫
婦
が
子
ど
も
を
も
う
け
、
子
ど
も
た
ち
が
成
年
に
達
す

る
と
、
た
だ
一
人
の
子
供
が
跡
取
り
に
指
定
さ
れ
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
で

最
も
多
い
の
が
、
長
男
を
跡
取
り
に
指
名
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
た
だ

し
、
相
続
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
父
系
、
母
系
、
双
系
の
い
ず
れ
で
も
あ

り
え
る
。
ま
た
、
結
婚
後
の
居
住
形
体
か
ら
見
れ
ば
、
夫
方
居
住
、
妻
方

居
住
、
双
方
居
住
が
あ
り
え
る
。
核
家
族
の
サ
イ
ク
ル
で
も
一
組
の
夫
婦

が
子
ど
も
を
も
う
け
る
の
は
同
じ
だ
が
、
そ
の
子
た
ち
が
成
年
に
達
す
る

と
男
子
で
も
女
子
で
も
誰
も
が
そ
の
家
族
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

自
分
た
ち
の
世
帯
を
創
設
す
る
。
た
だ
し
、
末
子
お
よ
び
最
後
に
結
婚
す

る
子
ど
も
は
年
老
い
た
両
親
の
扶
養
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
最
後
に
は
直
系
家
族
を
想
わ
せ
る
一
人
の
妻
帯
の
子
供
と
の

最
終
的
同
居
が
産
出
さ
れ
る
が
、
核
家
族
型
の
全
般
的
理
想
は
若
い
夫
婦

の
自
律
性
で
あ
り
、
ま
た
末
子
も
両
親
の
権
威
下
に
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
し
て
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
父
系
親
族
と
母
系
親
族
の
同
等
性
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
中
国
の
家
族
シ
ス
テ
ム
の
特
徴

廣
池
の
古
代
中
国
親
族
法
研
究
は
、
中
国
の
伝
統
的
家
族
シ
ス
テ
ム
を

示
し
た
文
献
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
廣
池
が
と
ら
え
た

中
国
の
伝
統
的
家
族
像
と
比
較
す
る
意
味
か
ら
、
ト
ッ
ド
が
と
ら
え
た
中

国
の
家
族
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

ト
ッ
ド
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
家
族
シ
ス
テ
ム
を
と
ら
え
る
た
め
に
、

二
一
四
の
民
族
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の

居
住
空
間
の
中
に
ほ
ぼ
一
様
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
し
た
こ
と
に

な
る
。
中
国
の
よ
う
に
相
対
的
に
同
質
だ
が
巨
大
な
国
の
場
合
は
、
さ
ら

に
北
部
中
国
人
住
民
集
団
、
山
東
中
国
人
住
民
集
団
、
上
海
中
国
人
住
民
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集
団
を
一
応
は
区
別
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
加
え

て
、
全
範
的
に
父
方
居
住
共
同
体
家
族
が
占
め
る
中
国
の
南
東
海
岸
部
の

住
民
の
中
に
も
、
残
留
性
の
母
方
居
住
が
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
一
方
、
ナ
人
の
母
方
居
住
類
型
も
含
め
て
、
周
縁
部
の
少
数

民
族
が
担
う
家
族
形
態
の
多
様
性
も
同
様
で
あ
る）

13
（

。

サ
ガ
ー
ル
と
ト
ッ
ド
は
、「
父
系
共
同
体
家
族
の
成
功
は
、
そ
れ
が
旧

大
陸
に
大
量
に
広
が
っ
た
こ
と
で
証
明
済
み
」）

14
（

と
す
る
。
そ
れ
は
、
平
等

主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
権
威
主
義
的
な
こ
の
家
族
組
織
が
、
そ
の
担
い

手
た
ち
に
軍
事
的
優
位
を
与
え
て
い
る
か
ら
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
父
親

と
息
子
、
そ
し
て
そ
の
兄
弟
か
ら
な
る
家
族
集
団
は
、
父
系
の
従
兄
弟
に

ま
で
広
が
り
を
見
せ
、
こ
れ
は
大
き
な
一
つ
の
氏
族
と
な
り
、
軍
事
組
織

の
萌
芽
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
中
国
に
お
け
る
父
方
居
住
共
同
体
家
族
の
創
出
の
経
緯
を
辿
っ

て
み
よ
う
。
親
子
関
係
の
側
面
か
ら
見
て
、
一
時
的
同
居
を
伴
う
核
家
族

か
ら
直
系
家
族
へ
の
移
行
は
、
結
婚
を
超
え
る
強
い
父
親
の
権
威
と
い
う

も
の
の
諸
条
件
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
束
縛
の
レ
ベ
ル
」）

15
（

を
は

じ
め
て
上
に
上
げ
る
と
ト
ッ
ド
は
見
て
い
る
。
一
方
、
父
方
居
住
共
同
体

家
族
に
な
る
と
、
拘
束
の
度
合
い
を
さ
ら
に
高
い
段
階
に
ま
で
上
げ
る
必

要
が
出
て
く
る
。
こ
の
家
族
類
型
で
は
、
同
居
は
両
親
夫
婦
と
一
組
の
子

ど
も
夫
婦
に
関
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
の
最
大
拡
大
局
面

に
お
い
て
は
、
両
親
夫
婦
と
何
組
も
の
男
き
ょ
う
だ
い
夫
婦
に
関
す
る
も

の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
嫁
と
義
父
も
し
く
は
義
母
、
義
理
の
兄
弟
と
義
理

の
姉
妹
、
孫
と
祖
父
母
、
子
ど
も
と
オ
ジ
や
オ
バ
と
い
っ
た
多
様
な
関
係

が
記
号
化
さ
れ
記
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
「
重
た

い
総
体
」）

16
（

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
直
系
家
族
の
場
合
、
唯
一
の
継
承
者
と
い
う
規
則
は
、
農

地
（
あ
る
い
は
王
国
）
の
不
可
分
性
と
、
そ
れ
の
世
代
か
ら
世
代
へ
の
伝

承
と
を
保
証
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
経
営
（
あ
る
い
は
国
家
）
の
継
続
的

改
善
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
父
方
居
住
共
同
体
家
族
は
、

巨
大
な
生
産
集
団
の
集
合
を
可
能
に
す
る
け
れ
ど
も
、
努
力
の
安
定
性
と

継
続
性
を
あ
ま
り
許
容
し
な
い
。
父
親
の
死
は
、
そ
の
死
後
し
ば
ら
く
し

て
、
集
団
の
分
裂
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
集
団
は
、
そ
も
そ
も
構
造
的
に

緊
張
を
孕
ん
だ
脆
弱
な
も
の
な
の
で
あ
る）

17
（

と
ト
ッ
ド
は
し
て
い
る
。

（
四
）
継
続
性
の
補
完
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
宗
族
制
度

『
家
族
シ
ス
テ
ム
の
起
源
』
の
中
で
、
ト
ッ
ド
は
中
国
の
拡
大
し
た
家

族
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
宗
族
制
度
に
つ
い
て
言
及
し
て
は
い
な
い
。
し
か

し
、
継
続
性
が
保
証
さ
れ
な
い
脆
弱
な
家
族
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
父
系
共
同

体
家
族
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
は
、
中
国
で
発
達
し
た
宗
族
制
度
が
大
事
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
う
る
。
こ
こ
で
、
井
上
徹

の
文
献
（
井
上
、
二
〇
〇
〇
）
を
基
に
中
国
の
宗
族
制
度
に
触
れ
、
後
述
の

廣
池
の
古
代
中
国
親
族
研
究
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

井
上
に
よ
れ
ば
、
宗
族
の
最
も
広
い
定
義
は
、「
同
じ
祖
先
か
ら
分
け

ら
れ
た
男
系
出
自
の
親
族
で
あ
る
」）

18
（

。
一
般
に
中
国
の
親
属
（
親
族
と
同
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義
）
は
、
本
宗
を
中
心
と
し
て
そ
の
母
親
や
配
偶
者
と
い
う
外
姻
も
含
ま

れ
る
が
、
宗
族
で
は
異
姓
の
親
属
は
含
ま
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ

し
て
、
親
属
の
範
囲
と
親
疎
は
、
廣
池
が
示
し
て
い
る
と
お
り
喪
服
制
度

に
基
づ
い
て
い
る
。

喪
服
制
度
を
含
め
宗
族
が
従
う
べ
き
決
ま
り
の
体
系
を
宗
法
も
し
く
は

宗
法
制
度
と
い
う
。
宗
族
制
度
が
確
立
し
た
の
は
封
建
制
の
周
代
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
孔
子
も
、
こ
の
宗
法
制
度
を
踏
襲
し
て
い
た
時
代
に
い
た

と
い
っ
て
よ
い
。
儒
教
は
秦
の
時
代
を
境
に
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、
科
挙

試
験
が
政
権
に
参
加
す
る
た
め
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
宋
代
に
学
問
と

し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
朱
子
学
の
台
頭
と
と
も
に
復
活
を
遂
げ
た
と
さ
れ
て

い
る
。

科
挙
官
僚
は
世
襲
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
代
々
官
僚
を
送
り
出
す
装

置
と
し
て
宗
族
が
利
用
さ
れ
た
。
祖
先
祭
祀
に
よ
り
同
祖
の
親
族
を
統
合

す
る
た
め
の
祀
堂
や
義
塾
を
設
け
て
世
襲
官
僚
の
家
系
を
作
ろ
う
と
し
た

の
で
あ
る
（
井
上
、
二
〇
〇
〇
）。
ま
さ
に
継
続
性
が
保
証
さ
れ
な
い
脆
弱

な
父
系
共
同
体
家
族
の
補
完
シ
ス
テ
ム
と
し
て
宗
族
制
度
が
機
能
し
て
い

る
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
共
産
主
義
国
家
と
な

っ
た
現
代
に
お
い
て
も
、
思
想
的
に
は
一
見
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る

宗
族
制
度
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
（
石
平
、

二
〇
一
八
）。
こ
れ
も
ま
た
中
国
と
い
う
国
家
の
実
情
を
よ
く
示
す
例
と
い

え
よ
う
。

三　

 「
古
代
中
国
親
族
法
の
研
究
」
に
見
る
家
系
存
続
の
意

味

三
─

一　

廣
池
千
九
郎
に
お
け
る
東
洋
思
想
史
研
究

廣
池
千
九
郎
の
古
代
中
国
親
族
法
の
研
究
は
、
そ
れ
ま
で
に
積
ま
れ
た

膨
大
な
中
国
古
典
の
研
究
を
土
台
に
し
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
研
究
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
モ
ラ
ロ
ジ
ー
独
特
の
伝
統
論
も
中
国
古
典
に

見
ら
れ
る
東
洋
思
想
の
影
響
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
は
「
東
洋
法
制
史
序

論
」
に
見
ら
れ
る
天
道
説
を
以
下
で
扱
う
に
際
し
て
、
井
出
元
の
論
文

（
井
出
、
一
九
八
一
）
に
依
拠
し
な
が
ら
、
廣
池
が
東
洋
思
想
を
ど
の
よ
う

に
受
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
祭
祀
論
と
孝
の
観
点
か
ら
見
て
い
き
た

い
。

（
一
）
廣
池
の
祭
祀
論

廣
池
の
「
伝
統
」
の
考
え
方
は
、
中
国
古
典
に
見
ら
れ
る
祭
祀
の
目
的

や
意
義
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
と
井
出
は
見
て
い
る
。
中
国
古
典
に
お

い
て
は
、「
祭
祀
の
目
的
は
天
・
地
・
人
（
人
鬼
）
を
ま
つ
る
こ
と
に
あ

り
、
そ
れ
は
集
団
の
秩
序
維
持
と
い
う
役
割
を
果
た
す
と
同
時
に
、
個
人

の
道
徳
実
践
の
場
で
も
あ
っ
た
」）

19
（

と
さ
れ
て
い
る
。
廣
池
は
『
新
版 

道

徳
科
学
の
論
文
』（
以
下
『
論
文
』）
の
中
で
、「
伝
統
」
が
個
人
の
安
心

と
社
会
の
秩
序
統
一
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
人
類
に
普
遍
的
な
原
理
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る）

20
（

。
さ
ら
に
、『
礼
記
〈
郊
特
牲
第
十
一
〉』
か
ら
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「
故
に
、
民
に
報
ゆ
る
を
美
と
す
る
を
教
え
、
家
は
中

ち
ゅ
う

霤り
ゅ
う﹇

へ
や
の
な
か

ば
﹈
を
主
と
し
、
国
は
社
を
主
と
す
。
本
を
示
す
な
り
」）

21
（

を
引
用
し
、
家

の
中
央
に
神
を
お
祀
り
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
社
会
に
お
い
て
は
社
に
お
祀

り
し
て
報
恩
を
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
。

（
二
）「
報
」
の
精
神
の
実
践）

22
（

井
出
は
中
国
的
伝
統
論
の
特
色
と
し
て
、
天
道
と
し
て
の
孝
の
実
践
を

挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孝
の
実
践
の
目
的
は
個
人
の
人
格
の
完
成
は
本

よ
り
、
親
の
子
へ
の
慈
愛
、
子
の
親
に
対
す
る
孝
行
は
い
ず
れ
も
天
道
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
日

本
の
孝
の
考
え
の
特
色
と
し
て
、
井
出
は
川
島
武
宜
を
引
用
し
、
子
の
孝

は
親
の
恩
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
、「
孝
は
恩

を
前
提
と
し
恩
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
孝
と
恩
と

の
可
能
な
条
件
関
係
・
交
換
関
係
」
が
、
孝
の
心
理
的
構
造
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
廣
池
千
九
郎
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
も
指

摘
し
た
と
お
り
、
廣
池
は
「
伝
統
」
を
原
理
と
し
、
自
然
の
法
則
に
基
づ

い
た
考
え
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
真
に
天
地
の
公

道
に
本
づ
く
所
の
孝
道
を
実
行
す
る
」）

23
（

も
の
と
し
て
孝
を
と
ら
え
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
、
井
出
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
廣
池
の
伝
統
論

が
東
洋
思
想
の
受
容
か
ら
来
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
三
）
祭
祀
の
起
原
と
し
て
の
古
代
中
国
に
お
け
る
天
道
説

さ
て
廣
池
は
「
東
洋
法
制
史
序
論
」
に
お
い
て
、
古
代
中
国
に
お
け
る

法
と
い
う
も
の
の
中
心
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
天
道
を
そ
の
中
心

に
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。

ま
ず
善
の
根
本
実
質
を
古
代
中
国
で
ど
う
見
て
い
た
か
と
い
う
と
、

「
第
一
中
正
（M

ean

）、
第
二
平
均
（E

quilibrium
 or A

verage

）」）
24
（

で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ
以
来
の
西
洋
の
自
然
法
と
も
一
致
す
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
儒
教
の
教
え
で
は
、
中
正
は
中
庸
と
称
し
、
孔
子
は
中
庸
を

行
う
か
ど
う
か
で
人
格
の
区
別
す
る
標
準
と
し
た
と
さ
れ
る）

25
（

。

古
代
中
国
に
お
い
て
も
、
他
所
と
同
じ
く
自
然
の
広
大
さ
と
そ
の
脅
威

に
対
し
て
恐
れ
と
崇
拝
の
念
を
も
っ
て
祭
礼
の
対
象
と
し
て
い
た
が
、
儀

式
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
は
周
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

に
、
中
国
の
祭
祀
の
起
原
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
天
地
万
物
が
含
有
す
る
不

可
思
議
の
威
霊
を
称
す
る
名
前
と
し
て
天
道
を
用
い
た
と
さ
れ
る
。
時
に

は
天
命
と
い
っ
た
り
、
天
の
明
命
と
い
っ
た
り
、
た
だ
単
に
天
も
し
く
は

命
と
も
呼
ば
れ
た）

26
（

。

廣
池
は
こ
の
研
究
に
お
い
て
、
古
代
中
国
の
人
心
を
支
配
す
る
最
上
の

主
宰
者
が
天
道
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
し
て
い
る
。「
古
代
中
国
の
思

想
に
於
て
、
善
の
根
本
実
質
と
認
め
ら
れ
し
中
正
、
平
均
は
、
天
道
其
物

の
実
体
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」）

27
（

と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
中
国
に
お
い
て
法
律
は
、
中
正
平
均
と
い
う
善

の
実
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
即
ち
、
天
道
に
従
っ
た
道
を
示
し
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て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
─

二　

親
族
関
係
の
発
生
と
消
滅

中
国
の
家
族
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
そ
れ
を
構
成
す
る
親
族
に
関

す
る
廣
池
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

（
一
）
親
族
発
生
の
原
因
と
種
別

廣
池
は
親
族
発
生
の
原
因
と
し
て
二
つ
あ
げ
て
い
る）

28
（

。
一
つ
が
婚
姻
法

に
基
づ
く
親
族
の
発
生
で
あ
る
。
婚
姻
の
方
式
も
周
代
に
な
っ
て
具
備

し
、
い
わ
ゆ
る
親
族
法
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
も
う
一
つ
が
擬
制
的
親
族

で
あ
る
。
そ
れ
は
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
た
妻
側
の
親
族
を
指
す
。
擬
制
的

と
は
少
々
冷
淡
な
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ト
ッ
ド
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
中
国
で
は
厳
格
な
父
系
制
が
通
常
で
、
娘
は
嫁
ぐ
と
相
続
権
は
な

く
な
る
が
姓
は
そ
の
ま
ま
と
な
り
、
嫁
ぎ
先
で
も
改
姓
す
る
こ
と
は
な

い
。
血
縁
を
通
じ
て
の
結
び
つ
き
で
な
い
故
に
、
準
血
属
的
親
族
と
し
て

の
見
な
し
親
族
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
二
つ
の
原
因
か
ら
生
じ
た
親
族
を
細
別
す
る
と
、
第
一
が
父
の
血

属
、
第
二
が
母
の
血
属
、
第
三
に
妻
妾
の
血
属
、
第
四
が
出
嫁
族
の
血

属
、
第
五
が
養
子
の
血
属
に
な
る
。
ま
た
、
中
国
の
古
書
で
は
、
親
族
を

宗
族
、
母
党
、
妻
党
の
三
つ
に
分
け
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
宗
族
に
つ

い
て
は
ま
た
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
血
属
的
親
族
と
擬
制
的
親
族
を

含
む
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
母
党
は
血
属
的
親
族
、
妻
党
は
擬
制
的
親
族

と
な
っ
て
い
る）

29
（

。

（
二
）
親
族
の
範
囲

親
族
の
範
囲
は
、
親
族
法
の
最
も
重
要
な
規
定
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、

直
接
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
後
述
す
る
喪
服
制
度
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
親
族
の
範
囲
を
示
す
最
も
有
力
な

も
の
が
九
族
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
廣
池
も
、
図

を
用
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
、「
自

己
を
中
心
と
し
て
、
上
下
左
右
各
四
個
の
親
族
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、

之
れ
を
合
す
る
と
き
は
、
縦
横
各
九
族
と
な
る
べ
く
（
上
ノ
方
4
＋
己
＋

下
ノ
方
4
＝
9
、
左
ノ
方
4
＋
己
＋
右
ノ
方
4
＝
9
）
而
し
て
、
此
九
族

以
外
は
、
之
を
親
族
に
数
え
ず
と
の
事
な
り
」）

30
（

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か

な
り
大
き
な
親
族
関
係
図
を
示
す
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
親
族
の
範

囲
を
理
解
す
る
上
で
も
父
系
制
に
乗
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
に
注
意

が
必
要
だ
ろ
う
。
母
親
の
系
列
で
あ
る
母
党
は
血
属
的
親
族
で
あ
る
か
ら

と
も
か
く
と
し
て
、
妻
は
夫
を
通
し
て
夫
側
の
親
族
に
関
わ
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
た
と
え
子
ど
も
が
で
き
た
と
し
て
も
部
外
者
感
が
拭
え
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
者
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

法
律
上
、
特
に
刑
法
に
お
い
て
意
味
の
あ
る
範
囲
と
し
て
三
族
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
何
を
指
す
か
に
は
諸
説
が
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
よ

う
で
あ
る
が
、
一
応
の
定
説
と
し
て
父
族
、
母
族
、
妻
族
を
指
す
と
し
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
九
族
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
な
る
が
、
廣
池
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は
「
所
謂
九
族
は
、
本
族
中
喪
服
の
及
ぶ
所
を
指
し
、
三
族
は
異
姓
喪
服

の
及
ぶ
所
を
指
せ
る
者
に
似
た
り
」）

31
（

と
し
て
区
別
す
る
こ
と
を
提
唱
し

た
。

（
三
）
喪
服
制
度

喪
服
制
度
に
つ
い
て
は
、
廣
池
が
中
国
親
族
法
外
篇
と
し
て
別
個
に
扱

う
ほ
ど
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
中
国
で
は
古
来
よ
り
、
親
族
と
し
て

の
関
係
性
の
親
疎
軽
重
は
喪
服
制
度
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
き

た
。「
親
族
の
親
疎
や
範
囲
を
示
す
規
定
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の

は
服
（
喪
服
）
制
で
あ
る
。
喪
服
の
様
式
と
喪
に
服
す
べ
き
期
間
を
組
み

合
わ
せ
て
五
つ
の
ラ
ン
ク
＝
五
服
（
斬ざ
ん

衰さ
い

、
齊し

衰さ
い

、
大た

い

功こ
う

、
小

し
ょ
う

功こ
う

、
緦し

麻ま

）
に
大
別
さ
れ
る
」）

32
（

。
期
間
も
三
年
、
一
年
、
九
月
、
五
月
、
三
月
の

五
つ
の
ラ
ン
ク
が
あ
り
、
廣
池
は
、
一
般
的
に
は
二
つ
の
ラ
ン
ク
を
組
み

合
わ
せ
た
「
斬
衰
三
年
、
齊
衰
一
年
、
大
功
九
月
、
小
功
五
月
、
緦
麻
三

月
の
五
等
に
分
つ）

33
（

」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
服
の
五
つ
の
ラ
ン
ク
は
主

と
し
て
尊
卑
﹇
自
分
よ
り
上
か
下
か
﹈
の
別
に
従
い
、
着
服
期
間
は
親
疎

の
度
を
示
す
。

三
─

三　

家
の
種
類
と
目
的

以
上
述
べ
た
親
族
論
か
ら
家
族
論
に
進
む
。
家
族
の
形
態
、
目
的
、
さ

ら
に
継
承
の
方
法
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

（
一
）
聚
族
同
居
と
家
の
種
類

廣
池
は
、
中
国
の
家
は
単
独
家
族
団
と
連
合
家
族
団
に
分
か
れ
る
と
し

て
い
る
。
単
独
家
族
の
家
と
い
っ
て
も
、
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
、
隠
居
し

た
父
母
若
し
く
は
祖
父
母
、
曾
祖
父
母
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

で
、
今
で
い
う
核
家
族
と
は
異
な
る
。
一
方
、
連
合
家
族
団
は
聚
族
同
居

の
家
族
団
で
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

34
（

。
単
独
家
族
と
異
な
る

と
こ
ろ
は
、
結
婚
し
た
息
子
た
ち
夫
婦
子
ど
も
も
含
め
た
家
族
形
態
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ト
ッ
ド
が
い
う
共
同
体
家
族
と
同
じ
も
の
を
示

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
廣
池
は
文
献
的
に
調
べ
る
だ

け
で
な
く
、
実
際
に
浙
江
省
の
陸
氏
、
羅
氏
、
山
西
省
の
劉
氏
を
訪
ね
て

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る）

35
（

。

廣
池
と
調
査
時
期
が
近
い
歴
史
人
類
学
者
牧
野
巽
は
、「
家
長
の
傍
系

親
を
含
む
広
池
博
士
の
い
わ
ゆ
る
連
合
家
族
は
そ
の
副
次
的
な
形
態
で
は

な
い
か
と
思
う
」）

36
（

と
し
な
が
ら
、
も
う
少
し
小
規
模
の
家
族
を
想
定
し

た
。
た
だ
し
、
中
国
の
方
が
結
婚
後
も
子
が
父
母
の
家
に
留
ま
る
こ
と
が

日
本
よ
り
遥
か
に
多
い
こ
と
は
明
ら
か
と
し
な
が
ら
、
中
国
の
農
村
家
族

構
成
は
大
体
東
北
五
県
の
も
の
に
近
か
っ
た
と
報
告
し
て
い
る）

37
（

。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
中
国
に
多
い
家
族
形
態
と
し
て
廣
池
の
連
合
家
族
団
や
ト
ッ

ド
の
父
系
共
同
体
家
族
を
想
定
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
二
）
家
の
目
的
と
存
続
の
理
由

家
の
存
続
が
必
要
な
理
由
と
し
て
廣
池
は
二
つ
あ
げ
て
い
る）

38
（

。
一
つ
は
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繰
り
返
し
に
な
る
が
、
祖
先
の
祭
祀
を
継
承
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
対
社
会
的
な
理
由
で
、
家
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
で
国
か
ら
認
知
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
権
利
を
取
得
し
同
時
に
義
務
を
負
う
こ

と
に
な
る
。

古
代
中
国
社
会
は
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、

「
祖
先
崇
拝
の
結
果
、
家
族
宗
教
の
発
生
を
促
し
、
更
に
、
家
長
中
心
の

家
族
団
を
形
成
し
」）

39
（

と
い
う
よ
う
に
家
長
を
中
心
と
し
た
家
の
集
団
で
あ

っ
た
と
廣
池
は
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
家
と
い
う
も
の
が
も
つ
意
味

は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
家
の
継
承
と
そ
の
組
織

家
長
中
心
の
家
族
団
に
お
い
て
長
子
相
続
が
定
着
し
た
の
は
、
周
の
封

建
時
代
で
あ
る
と
廣
池
は
礼
記
を
引
用
し
て
示
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
以
前

は
、
平
等
思
想
に
よ
る
諸
子
相
続
法
で
あ
る
と
し
て
い
る）

40
（

。
ト
ッ
ド
が
指

摘
す
る
父
系
共
同
体
家
族
サ
イ
ク
ル
で
は
、
家
長
で
あ
る
父
親
の
死
後
は

同
居
す
る
兄
弟
間
で
平
等
に
分
配
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
秦
の
時

代
以
降
は
古
代
中
国
で
習
俗
的
に
行
わ
れ
て
き
た
諸
子
相
続
法
に
戻
っ
た

こ
と
に
な
る
。
牧
野
も
中
国
の
財
産
相
続
制
度
に
つ
い
て
、「
漢
代
頃
か

ら
明
ら
か
に
長
子
相
続
で
は
な
く
諸
子
均
分
制
度
を
主
と
い
た
し
て
お
り

ま
す
」）

41
（

と
し
て
い
る
。
他
方
、
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
長
子
相
続
を
原
則

と
し
て
す
す
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
─

四　

宗
族
制
度
の
起
源
と
沿
革

既
に
宗
族
が
家
族
継
承
の
補
完
シ
ス
テ
ム
機
能
を
有
す
る
可
能
性
を
指

摘
し
た
が
、
そ
の
発
生
と
原
因
に
関
す
る
廣
池
の
研
究
と
、
さ
ら
に
そ
の

歴
史
的
変
容
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。

（
一
）
宗
族
発
生
と
そ
の
原
因

前
述
し
た
が
、
廣
池
は
中
国
古
書
を
引
用
し
、
古
代
中
国
で
は
、
親
族

を
宗
族
、
母
党
、
妻
党
の
三
つ
に
分
け
、
宗
族
を
血
属
的
親
族
と
擬
制
的

親
族
を
含
ん
だ
最
も
大
き
な
親
族
集
団
で
あ
る
と
し
た）

42
（

。
本
来
は
緩
や
か

な
親
族
組
織
で
あ
っ
た
が
、
後
の
時
代
に
な
る
と
同
姓
の
結
び
つ
き
を
強

め
る
た
め
の
血
縁
集
団
に
な
っ
て
い
っ
た）

43
（

。

そ
の
発
生
に
つ
い
て
は
、「
家
即
ち
家
族
は
、
発
展
し
て
宗
族
と
為
り
、

宗
族
は
更
に
発
展
し
て
姓
と
為
り
、
諸
姓
は
連
合
し
て
更
に
部
落
を
形
成

し
、
遂
に
国
家
の
形
に
進
み
た
る
」
と
し
て
、
家
族
の
発
展
形
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
生
誕
百
年
広
池
博
士
記
念
論
集
」

の
中
で
根
本
誠
教
授
が
批
判
し
て
い
る）

44
（

。
た
だ
し
、
根
本
が
指
摘
す
る
よ

う
に
氏
族
集
団
の
中
か
ら
家
族
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
人
類
学
的

知
見
と
す
る
の
も
一
方
的
な
見
方
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
引
用
し

た
吉
原
に
よ
れ
ば
、
宗
族
の
生
成
も
、
自
然
発
生
的
要
素
は
あ
る
が
、
一

方
で
文
化
的
構
築
と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る）

45
（

。
そ
の
こ
と
は
、

後
述
す
る
宗
法
制
度
の
様
々
な
変
容
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
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（
二
）
周
代
宗
法

家
族
団
が
発
展
す
る
形
で
宗
族
団
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
を
統
合
す
る
制

度
が
周
代
に
整
っ
た
の
は
、
先
の
長
子
相
続
の
制
定
と
大
凡
時
を
同
じ
く

し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
廣
池
は
そ
の
二
つ
の
制
度
と
も

周
代
の
政
治
家
の
企
画
し
た
一
種
の
政
策
で
あ
っ
た
た
め
、
不
振
で
あ
っ

た
と
し
て
い
る）

46
（

。

宗
法
整
備
の
原
因
は
極
め
て
明
白
で
、
一
つ
は
廣
池
が
血
属
親
睦
主
義

と
称
す
る
中
国
古
来
の
宗
族
的
感
情
か
ら
、
本
家
を
重
ん
じ
、
分
家
を
愛

恤
す
る
慣
習
を
制
度
化
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
は
、
同

姓
異
姓
の
区
別
を
厳
格
化
し
て
同
姓
の
封
侯
を
結
束
さ
せ
、
互
い
に
気
を

引
き
締
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い）

47
（

。
井
上
は
こ
れ
を
、

「
宗
法
制
度
は
、
封
建
諸
侯
の
支
派
に
お
い
て
、
嫡
系
の
宗
子
（
大
宗
）

が
、
四
つ
の
小
宗
を
従
属
さ
せ
る
構
造
を
絶
え
ず
維
持
す
る
点
に
特
徴
が

あ
る
」）

48
（

と
表
現
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
封
建
制
度
崩
壊
と
と
も

に
制
度
と
し
て
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
三
）
宗
法
制
度
の
変
容

崩
壊
し
た
宗
法
制
度
が
、
宋
の
時
代
に
な
っ
て
復
活
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
、
宋
代
に
確
立
し
た
科
挙
官
僚
制
度
に
対
応
し
て
登
場
し
た

と
さ
れ
る
。
井
上
に
よ
れ
ば
、「
官
僚
制
度
の
確
立
に
伴
っ
て
生
み
だ
さ

れ
た
知
識
人
（
士
大
夫
）
は
、
宗
法
主
義
に
基
づ
い
て
、
宗
子
に
統
合
さ

れ
る
集
団
を
編
成
し
、
そ
の
集
団
を
恒
久
的
に
維
持
す
る
た
め
に
共
有
財

の
設
置
、
族
譜
編
纂
、
祀
堂
の
建
設
と
維
持
な
ど
の
事
業
を
行
い
、
族
人

の
日
常
生
活
を
保
障
し
た
う
え
で
、
教
育
を
施
し
、
代
々
官
界
へ
と
送
り

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
世
襲
官
僚
の
家
系
（
世
臣
）
を
確
立
し
よ
う
と
し

た
」）

49
（

と
さ
れ
る
。
功
利
的
な
目
的
の
た
め
に
宗
法
制
度
が
利
用
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。

制
度
と
は
別
に
し
て
、
宗
族
そ
の
も
の
は
中
国
古
来
の
宗
族
的
感
情
か

ら
起
き
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
牧
野
は
国
家
の
力
の
弱
い
中
国
の
社

会
に
発
達
し
た
最
も
信
頼
で
き
る
一
種
の
結
社
と
い
え
る
と
し
て
い
る）

50
（

。

一
方
で
、
ト
ッ
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
父
系
共
同
体
家
族
は
兄
弟
間
に

平
等
な
財
産
相
続
制
度
を
と
る
た
め
、
そ
の
継
続
性
が
脆
弱
で
保
証
さ
れ

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
祖
先
祭
祀
の
継
続
性
を
考
え
た
と
き
に
、
宗
族
と

い
う
大
き
な
親
族
集
団
を
活
用
す
る
こ
と
で
祖
先
の
祭
を
安
定
し
て
継
続

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
祖
先
祭
祀
の
継
続
性
を

保
証
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。

四　

現
代
に
お
け
る
家
系
存
続
の
意
味

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
廣
池
千
九
郎
は
、
古
代
中
国
親
族
法
の
研
究
を

通
し
て
、
家
系
存
続
の
意
味
が
天
道
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
目
的
は
祖
先
祭
祀
に
あ
る
。
こ
こ
で
、
現
代
社
会
に
お
い
て

家
系
を
継
ぐ
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
み
た
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い
。
と
く
に
、
墓
の
無
縁
化
が
進
む
現
代
に
お
い
て
、
家
系
と
い
う
考
え

そ
の
も
の
が
無
意
味
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
も

検
討
し
て
み
た
い
。

四
─

一　

現
代
に
お
け
る
葬
儀
と
墓
の
問
題

一
九
九
〇
年
代
に
、
N 

P 

O
法
人
「
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
」
が

相
模
湾
で
散
骨
を
実
施
し
た
。
日
本
の
埋
葬
は
、「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関

す
る
法
律
」
と
刑
法
の
死
体
遺
棄
罪
（
一
九
〇
条
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
散
骨
に
つ
い
て
法
務
省
は
「
節
度
を
も

っ
て
行
え
ば
問
題
は
な
い
（
違
法
で
は
な
い
）」
と
い
う
見
解
を
発
表
し

た
（
森
、
二
〇
一
〇
）。
現
在
、
散
骨
を
容
認
す
る
人
は
半
数
を
超
し
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
小
谷
、
二
〇
一
五
）。
散
骨
と
は
墓
に
入
ら
な
い
埋

葬
法
で
あ
る
。
死
後
は
自
然
に
還
る
と
い
う
意
味
で
、
よ
り
自
然
で
、
何

よ
り
も
死
者
の
尊
厳
が
重
ん
じ
ら
れ
た
葬
ら
れ
方
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
後
、
樹
木
葬
と
い
う
形
式
が
現
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
公
園
墓
地
の
自

然
版
と
考
え
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
里
山
を
守
る
と
い
う

自
然
保
護
的
発
想
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
散
骨
よ
り
は

自
然
へ
の
意
識
が
高
い
よ
う
で
あ
る
（
井
上
、
二
〇
〇
五；

上
田
、
二
〇
一

八
）。こ

れ
ら
現
代
の
埋
葬
法
は
、
家
と
い
う
意
識
か
ら
離
れ
、
個
人
の
尊
厳

と
自
由
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
、
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
を
境

に
こ
う
い
う
意
識
が
い
か
に
出
て
き
た
の
か
を
墓
の
歴
史
と
共
に
探
っ
て

み
よ
う
。

四
─

二　

墓
の
歴
史

現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
慣
れ
親
し
む
墓
石
を
も
つ
墓
は
、
近
世
以
降
の
比

較
的
新
し
い
形
式
で
あ
っ
て
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
一
一
世
紀
以
前
の
世

界
で
は
死
体
は
疎
ん
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
廣
池
千
九
郎
の
孝
道
研

究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
廣
池
、
一
九
三
〇
）。
そ
れ
が
、
一
二
世
紀
以

降
は
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
が
祖
先
祭
祀
や
死
者
の
救
済
を
引
き
受
け
る
よ

う
に
な
り
、
墓
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
森
、
二
〇
一
〇
）。
日
本

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
寺
壇
制
度
も
し
く
は
檀
家
制
度
に
支
え
ら
れ
た

墳
墓
（
朽
木
、
二
〇
一
八
）
と
い
う
形
式
に
な
っ
た
。

大
正
期
に
な
る
と
都
市
部
へ
の
人
口
流
入
に
よ
る
墓
地
不
足
か
ら
郊
外

に
公
園
墓
地
が
考
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
槇
村
、
二
〇
一
三
）、
戦
後
に

な
る
と
墓
の
個
人
化
、
無
縁
化
の
進
行
に
伴
っ
て
納
骨
堂
も
出
現
す
る
よ

う
に
な
っ
た
（
山
田
、
二
〇
一
八
）。

墓
の
個
人
化
、
無
縁
化
の
原
因
と
し
て
、
井
上
治
代
は
、
単
系
的
相
続

を
基
本
と
し
た
親
族
組
織
か
ら
夫
婦
制
家
族
へ
の
移
行
が
進
み
、
系
譜
的

連
続
か
ら
脱
継
承
へ
と
な
る
こ
と
で
、
家
的
先
祖
祭
祀
か
ら
近
親
追
憶
的

祭
祀
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
よ
る
と
し
て
い
る
（
井
上
、
二
〇
〇
二
）。
さ

ら
に
、
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
見
る
「
何
々
家
之
墓
」
の
通
底
に
流
れ
る
考
え

方
は
、
実
は
歴
史
的
に
は
新
し
く
、
明
治
民
法
以
降
の
造
ら
れ
た
伝
統
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
（
槇
村
、
二
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〇
一
三；

問
芝
、
二
〇
一
八
）。

明
治
以
降
の
近
代
に
な
り
、
日
本
の
工
業
化
が
進
み
、
農
村
部
か
ら
都

市
部
へ
の
人
口
移
動
が
生
じ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
核
家
族
化
が
進
行
し
、

固
定
的
で
土
着
に
よ
る
地
縁
が
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
槇
村
久
子
（
二

〇
一
三
）
は
、
地
縁
血
縁
社
会
の
変
化
と
お
墓
の
関
係
を
上
記
表
3
の
よ

う
に
ま
と
め
て
い
る
。
居
住
地
域
が
非
定
住
化
す
る
に
伴
い
、
人
間
関
係

も
非
血
縁
が
主
と
な
り
、
墓
地
が
も
つ
永
続
性
・
固
定
性
・
尊
厳
性
と
い

う
本
質
が
崩
れ
て
、
墓
が
無
縁
化
し
、
流
動
化
し
、
個
人
化
し
て
い
っ

た
。
そ
れ
は
、
家
族
形
態
が
限
り
な
く
一
代
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
反

映
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。「
何
々
家
之
墓
」
と
い
う
石
文
が
、
愛
、
和
、

感
謝
な
ど
の
文
字
に
置
き
換
わ
っ
た
現
象
も
、
個
人
化
し
た
お
墓
が
先
祖

供
養
の
意
味
か
ら
子
孫
へ
の
思
い
を
示
す
も
の
に
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
か

ら
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
槇
村
、
二
〇
一
三
）。

こ
れ
に
は
死
者
へ
の
思
い
の
変
遷
と
い
う
こ
と
も
絡
ん
で
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
新
谷
尚
紀
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
と
、
古
代
は
恐
る
べ
き
怖

い
も
の
と
し
て
い
た
霊
魂
を
祀
る
と
い
う
「
畏
怖
と
祭
祀
」
の
時
代
、
中

世
に
な
る
と
死し

穢え

を
発
散
す
る
遺
体
は
火
葬
し
て
浄
化
し
、
遺
骨
だ
け
を

寺
院
や
お
堂
に
納
骨
す
る
「
忌
避
と
抽
出
」
の
時
代
、
さ
ら
に
武
家
の
時

代
に
な
り
、
遺
体
を
埋
め
た
場
所
に
菩
提
寺
を
つ
く
る
な
ど
し
て
、
死
者

を
記
憶
し
そ
の
功
績
に
報
い
よ
う
と
し
た
「
供
養
と
記
念
」
の
時
代
と
な

り
今
に
至
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
度
成
長
期
以
降
の
現

代
で
は
、
供
養
の
部
分
が
減
少
し
、
死
穢
の
感
覚
も
減
退
し
て
、「
記
憶

と
交
流
」
と
い
う
も
う
一
つ
新
し
い
段
階
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
（
新
谷
、
二
〇
〇
九
）。

四
─

三　

モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
家
の
伝
統
と
墓
の
継
承
問
題

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
で
は
「
伝
統
」
を
特
別
な
意
味

で
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
人
類
の
肉
体
的
及
び
精
神
的
生
活
を
想

像
し
、
も
し
く
は
進
化
せ
し
む
る
と
こ
ろ
の
純
粋
正
統
の
系
列
を
さ
す
」）

51
（

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
指
す
英
語
もthe succession

ま
た
はthe 

line of succession

で）
52
（

、
連
続
も
し
く
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
系
列
が
重

要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

「
伝
統
」
は
主
と
し
て
三
つ
あ
る
と
さ
れ
、
国
家
を
成
立
さ
せ
た
も
し

く
は
成
立
さ
せ
て
い
る
「
国
の
伝
統
」、
家
を
存
立
さ
せ
た
も
し
く
は
存

表 3　地縁血縁社会の変化とお墓
（槇村、2013）

非伝統的なお墓 伝統的なお墓

住 非定住化 定住性
人間 非血縁 血縁

お墓
無縁化
流動化
個人化

永続性
固定性
尊厳性
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立
さ
せ
て
い
る
「
家
の
伝
統
」、
さ
ら
に
自
己
を
確
立
さ
せ
た
も
し
く
は

確
立
さ
せ
て
い
る
「
精
神
的
伝
統
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
家
系
の

継
続
性
に
関
わ
る
の
が
文
字
通
り
「
家
の
伝
統
」
と
い
う
こ
と
な
る
。
廣

池
が
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
を
執
筆
し
た
当
時
は
旧
民
法
制
度
で
あ
っ
た

た
め
日
本
に
お
い
て
は
男
系
に
よ
る
家
族
制
度
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る

が
、
ト
ッ
ド
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）

53
（

、
そ
の
時
代
の
日
本
に
お
い
て
も

娘
に
婿
養
子
を
迎
え
入
れ
る
、
嫁
婿
共
に
養
子
に
よ
っ
て
家
系
を
存
続
さ

せ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
な
く
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
点
で
は
中
国
や

朝
鮮
の
家
族
シ
ス
テ
ム
に
く
ら
べ
て
男
系
が
も
つ
許
容
範
囲
は
ず
っ
と
広

か
っ
た
。

少
子
高
齢
化
し
た
核
家
族
社
会
に
お
け
る
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
「
家
の
伝

統
」
は
、
日
本
が
古
来
か
ら
持
っ
て
い
た
柔
軟
性
を
備
え
た
も
の
と
し
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
、
廣
池
の
万

世
一
系
論
に
お
い
て
は
、「
万
世
一
系
と
申
す
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
左
の

三
種
に
分
か
つ
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
第
一
、
人
間
の
血
統

の
連
綿
と
し
て
続
く
こ
と
、
第
二
、
た
と
い
血
統
は
絶
え
て
も
、
そ
の
家

名
は
永
遠
に
続
く
こ
と
、
第
三
、
血
統
・
家
名
と
も
に
永
遠
に
続
く
こ
と

で
あ
り
ま
す
」）

54
（

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
が
理
想
で
は
あ
る
も
の
の
、

子
孫
が
長
く
続
く
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
は
、
血
統
だ
け
で
な
い
柔
軟
な

対
応
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、「
家
の
伝
統
」
に
お
け

る
道
徳
的
態
度
の
継
承
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
─

四　

祖
先
の
本
質

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、「
家
の
伝
統
」
に
お
け
る
道
徳
的
態
度

の
継
承
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
祖

先
と
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
子
孫
に
ど
う
伝
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
廣
池
の
文
章
と
し
て
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

廣
池
は
、「
祖
先
の
本
質
」
を
こ
う
示
し
て
い
る
。「
祖
先　

辛
苦
成
家

後
昆
安
焉 

積
善
餘
徳
子
孫
得
道
（
神
碑
第
二
本
文
）」）

55
（

。
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
、「
一
家
を
形
造
つ
て
こ
れ
を
後
昆
（
子
孫
と
云
ふ
に
同
じ
）

に
遺
す
に
は
必
ず
多
少
の
辛
苦
を
要
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
子
孫
た

る
も
の
は
能
く
此
祖
先
辛
苦
の
大
恩
を
體
得
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
」、
そ

し
て
、「
家
や
屋
敷
や
地
所
や
財
産
や
書
物
な
ど
を
遺
す
父
母
若
し
く
は

祖
先
は
世
に
澤
山
あ
れ
ど
善
を
積
み
て
徳
を
子
孫
に
遺
す
父
母
若
く
は
祖

先
は
甚
だ
少
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」）

56
（

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
今
の
自

分
は
祖
先
の
苦
労
の
結
果
と
し
て
あ
り
、
自
分
が
善
を
積
み
、
徳
を
遺
す

こ
と
で
子
孫
も
安
心
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
を
指
し
て

い
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
か
ら
ま
さ
に
縦
の
関
係
の
本
質
を
示
す
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ト
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
家
族
シ
ス
テ

ム
は
父
系
共
同
体
家
族
の
中
国
と
は
異
な
り
、
子
ど
も
の
う
ち
一
人
（
一

般
に
は
長
男
）
は
親
元
に
残
り
、
一
子
に
よ
る
遺
産
相
続
の
シ
ス
テ
ム

（
直
系
家
族
）
を
と
っ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
中
国
の
よ
う
な
完
全
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父
系
シ
ス
テ
ム
を
と
ら
ず
よ
り
柔
軟
で
、
女
性
の
地
位
が
比
較
的
高
く
、

秩
序
と
安
定
を
好
み
、
政
権
交
代
も
少
な
く
、
自
民
族
中
心
主
義
を
と
る

傾
向
が
あ
る）

57
（

。
中
国
で
は
家
系
存
続
の
た
め
に
宗
族
制
度
を
活
用
し
た
が

そ
の
弊
害
も
あ
っ
た
（
石
平
、
二
〇
一
八
）。
か
つ
て
の
日
本
が
、
中
国
の

家
族
シ
ス
テ
ム
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
独
自
の
家
族
シ
ス
テ
ム
を
生

み
だ
し
た
よ
う
に
、
少
子
高
齢
化
し
た
核
家
族
社
会
と
な
っ
た
現
代
に
お

い
て
も
、
家
系
存
続
に
お
い
て
よ
り
柔
軟
な
シ
ス
テ
ム
を
と
る
こ
と
が
可

能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
今
後
の
「
家
の
伝
統
」
を
考
え
る
上
で
も
、
以

上
見
て
き
た
よ
う
な
日
本
が
古
か
ら
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
柔
軟
な
考
え
方

や
態
度
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）　

廣
池
千
九
郎
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文
』（
以
下
『
論
文
』）
第
五
冊
目

五
頁

（
2
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
第
一
冊
目
第
二
版
自
序
文
八
│
九
頁
、
一
九
頁

（
3
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
第
一
冊
目
九
四
│
九
五
頁

（
4
）　

廣
池
千
九
郎
『
回
顧
録
』
一
二
七
│
一
二
八
頁

（
5
）　

廣
池
『
論
文
』
第
七
冊
目
二
七
〇
頁

（
6
）　

廣
池
『
回
顧
録
』
一
二
七
│
一
二
八
頁

（
7
）　

大
野
乾
『
続 

大
い
な
る
仮
説
』
三
七
頁

（
8
）　

第
1
、
4
、
5
、
9
、
13
、
14
、
15
の
染
色
体
に
つ
い
て
は
、
両
方
が
父

親
由
来
で
あ
ろ
う
が
母
親
由
来
で
あ
ろ
う
が
一
向
に
差
し
つ
か
え
な
く
、
マ
ウ

ス
は
正
常
に
誕
生
し
成
熟
す
る
。
つ
ま
り
上
記
七
対
の
マ
ウ
ス
染
色
体
に
関
す

る
か
ぎ
り
は
ほ
と
ん
ど
の
遺
伝
子
に
つ
い
て
メ
ン
デ
ル
の
原
則
が
そ
の
ま
ま
適

応
す
る
よ
う
だ
。
父
親
由
来
で
あ
ろ
う
と
母
親
由
来
で
あ
ろ
う
と
、
相
同
遺
伝

子
は
胎
仔
の
発
生
、
生
長
に
平
等
に
貢
献
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
6

対
の
染
色
体
に
つ
い
て
は
、
両
方
を
母
親
由
来
と
す
る
と
マ
ウ
ス
は
生
ま
れ
な

い
。
つ
ま
り
致
死
条
件
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
第
2
、
8
、
17
対
の

染
色
体
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
特
に
面
白
い
の
が
、
第
11
対
の
染
色
体
で
あ

る
。
両
方
が
父
親
由
来
の
も
の
は
、
生
ま
れ
た
と
き
の
体
重
が
正
常
の
マ
ウ
ス

に
比
べ
て
一
五
〇
％
と
非
常
に
大
き
い
。
と
こ
ろ
が
、
両
方
が
母
親
由
来
の
マ

ウ
ス
は
、
そ
の
半
分
で
、
正
常
マ
ウ
ス
の
七
五
％
の
体
重
で
あ
る
。（
大
野
、

前
掲
書
、
六
六
頁
）

（
9
）　

大
野
、
前
掲
書
、
六
七
頁

（
10
）　

最
近
で
は
さ
ら
に
多
く
の
種
、
例
え
ば
四
百
を
超
え
る
と
い
う
説
も
あ

る
。（
中
村
美
知
夫
『
サ
ル
学
の
系
譜
』

三
一
│
三
三
頁
）

（
11
）　

表
2
で
非
平
等
と
は
、
平
等
へ
の
無

関
心
（
絶
対
核
家
族
）
と
積
極
的
な
不
平

等
（
直
系
家
族
）
を
含
む
用
語
で
あ
る
。

（
12
）　

ト
ッ
ド
『
家
族
シ
ス
テ
ム
の
起
源  

Ⅰ 

上
』
一
七
│
一
八
頁

（
13
）　

ト
ッ
ド
、
前
掲
書
、
一
一
三
頁

（
14
）　

サ
ガ
ー
ル
＆
ト
ッ
ド
「
新
人
類
史
序

説
│
共
同
体
家
族
シ
ス
テ
ム
の
起
源
」

『
世
界
像
革
命
』
所
収
、
二
〇
二
頁

（
15
）　

ト
ッ
ド
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
頁

（
16
）　

ト
ッ
ド
、
前
掲
書
、
二
〇
一
頁

（
17
）　

ト
ッ
ド
、
前
掲
書
、
二
〇
一
│
二
〇

表 2　親子関係の自由・権威、兄弟関係の平等・非
平等からみた家族類型（トッド、2008）

親子関係
自由 権威

兄
弟
関
係

平等
自由・平等

平等主義核家族
権威・平等

外婚制共同体家族

非平等
自由

絶対核家族
権威・不平等
直系家族
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二
頁

（
18
）　

井
上
「
中
国
に
お
け
る
宗
族
の
伝
統
」『〈
血
縁
〉
の
再
構
築
』
四
六
頁

（
19
）　

井
出
「
広
池
千
九
郎
に
お
け
る
東
洋
思
想
史
研
究
」
一
二
一
頁

（
20
）　

伝
統
の
原
理
及
び
伝
統
に
対
す
る
報
恩
の
原
理
は
、
聖
人
が
こ
の
宇
宙
の

秩
序
的
に
統
一
さ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
の
法
則
を
取
り
て
、
…
…
そ
の
個
人
の
安

心
の
法
則
及
び
そ
の
人
類
社
会
の
秩
序
的
に
統
一
さ
れ
て
そ
の
人
類
の
真
の
永

久
的
幸
福
の
実
現
さ
る
る
と
こ
ろ
の
法
則
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
す
。

（『
論
文
』
七
冊
目
二
七
六
頁
）

（
21
）　
『
論
文
』
六
冊
目
三
二
九
│
三
三
〇
頁

（
22
）　

井
出
、
前
掲
書
、
一
三
二
│
一
三
七
頁
を
参
照

（
23
）　

廣
池
千
九
郎
『
孝
道
の
科
学
的
研
究
』（
復
刻
版 

廣
池
千
九
郎
モ
ラ
ロ
ジ

ー
選
集
二
）
一
四
二
頁

（
24
）　

廣
池
千
九
郎
『
東
洋
法
制
史
研
究
』
三
九
│
四
〇
頁
（「
東
洋
法
制
史
研

究
」
か
ら
の
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
、
旧
字
体
を
当
用

漢
字
体
表
記
に
、
旧
仮
名
遣
を
新
仮
名
遣
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

（
25
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
六
一
頁

（
26
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
七
八
頁

（
27
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
八
九
頁

（
28
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
二
五
二
│
二
五
四
頁

（
29
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
二
五
四
│
二
五
五
頁

（
30
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
二
七
九
頁

（
31
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
二
八
三
頁

（
32
）　

井
上
、
前
掲
書
、
四
六
│
四
七
頁

（
33
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
三
〇
九
頁

（
34
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
三
六
一
│
三
六
二
頁

（
35
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
三
七
六
│
三
七
七
頁

（
36
）　

牧
野
巽
「
儀
礼
及
び
礼
記
に
お
け
る
家
族
と
宗
族
」『
牧
野
巽
著
作
集 

第

二
巻　

中
国
家
族
研
究
（
上
）』
一
一
五
頁

（
37
）　

牧
野
巽
「
統
計
的
に
み
た
日
中
家
族
構
成
の
比
較
」『
牧
野
巽
著
作
集 

第

二
巻　

中
国
家
族
研
究
（
下
）』
一
七
〇
│
一
七
二
頁

（
38
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
三
八
〇
│
三
八
五
頁

（
39
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
三
八
七
頁

（
40
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
三
九
五
頁

（
41
）　

牧
野
巽
「
近
世
中
国
の
宗
族
」『
牧
野
巽
著
作
集 

第
二
巻　

中
国
家
族
研

究
（
下
）』
所
収
、
一
二
三
頁

（
42
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
二
五
四
│
二
五
五
頁

（
43
）　

吉
原
和
男
「『
血
縁
』
の
再
構
築
」『〈
血
縁
〉
の
再
構
築
』
所
収
、
一
五

│
三
五
頁

（
44
）　

根
本
誠
「『
東
洋
法
制
史
本
論
』
の
意
義
」『
生
誕
百
年
広
池
博
士
記
念
論

集
』
所
収
、
二
六
四
頁

（
45
）　

吉
原
、
前
掲
書
、
一
五
頁

（
46
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
四
二
一
頁

（
47
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
二
五
四
│
二
五
五
頁

（
48
）　

井
上
、
前
掲
書
、
四
九
頁

（
49
）　

井
上
、
前
掲
書
、
五
〇
頁

（
50
）　

牧
野
巽　
「
近
世
中
国
の
宗
族
」『
牧
野
巽
著
作
集 

第
二
巻　

中
国
家
族

研
究
（
下
）』
一
二
二
│
一
二
三
頁

（
51
）　

廣
池
『
論
文
』
第
七
冊
目
二
六
一
頁

（
52
）　

用
語
と
し
て
はortholinon

と
い
う
廣
池
に
よ
る
造
語
が
あ
る
。（『
論

文
』
第
七
冊
目
二
六
二
│
二
六
四
頁
を
参
照
）

（
53
）　

ト
ッ
ド
、
前
掲
書
、
二
三
九
頁
、
二
五
一
頁

（
54
）　

廣
池
『
論
文
』
第
六
冊
目
三
七
五
頁
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（
55
）　

廣
池
千
九
郎
「
神
壇
説
明
書
」『
復
刻
版 

廣
池
千
九
郎
モ
ラ
ロ
ジ
ー
選
集

三
』
二
九
九
頁

（
56
）　

廣
池
、
前
掲
書
、
二
九
九
頁

（
57
）　

ト
ッ
ド
、
前
掲
書
、
一
七
│
一
八
頁

引
用
文
献
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）

ド
ー
キ
ン
ス
、
R
（
一
九
九
一
）『
利
己
的
な
遺
伝
子
〈
増
補
新
装
版
〉』（
日
高

敏
隆
他
訳
）、
紀
伊
國
屋
書
店

廣
池
千
九
郎
（
一
九
三
〇
）「
孝
道
の
科
学
的
研
究
」、『
復
刻
版 

廣
池
千
九
郎
モ

ラ
ロ
ジ
ー
選
集 

二
』
所
収
、
五
│
二
〇
三
頁

廣
池
千
九
郎
（
一
九
三
八
／
一
九
九
一
）『
回
顧
録
│
新
科
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
確

立
す
る
に
至
る
ま
で
の
予
の
精
神
的
及
び
物
質
的
生
活
の
実
物
的
記
録
』、
広

池
学
園
出
版
部

廣
池
千
九
郎
（
一
九
八
三
）『
東
洋
法
制
史
研
究
』（
内
田
智
雄
校
訂
）、
創
文
社

（
廣
池
千
九
郎
（
一
九
三
七
）「
東
洋
法
制
史
序
論
・
東
洋
法
制
史
本
論
」、『
廣

池
博
士
全
集 

第
三
冊
』
所
収
、
一
│
八
六
六
頁
、
廣
池
学
園
出
版
部
、
一
九

六
八
）

廣
池
千
九
郎
（
一
九
八
六
）『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文
（
第
一
巻
│
第
一
〇

巻
）』、
広
池
学
園
出
版
部

井
出
元
（
一
九
八
一
）「
広
池
千
九
郎
に
お
け
る
東
洋
思
想
史
研
究
」、『
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
』
一
〇
号
、
九
七
│
一
五
八
頁

井
上
治
代
（
二
〇
〇
二
）『
墓
と
家
族
の
変
容
』、
岩
波
書
店

井
上
徹
（
二
〇
〇
〇
）「
中
国
に
お
け
る
宗
族
の
伝
統
」、
吉
原
和
男
・
鈴
木
正

崇
・
末
成
道
男
（
編
）『〈
血
縁
〉
の
再
構
築
│
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
父
系
出
自

と
同
姓
結
合
』
所
収
、
四
五
│
七
一
頁
、
風
響
社

伊
谷
純
一
郎
（
一
九
八
七
）『
霊
長
類
社
会
の
進
化
』、
平
凡
社
（『
伊
谷
純
一
郎

著
作
集 

第
三
巻 

霊
長
類
の
構
造
と
進
化
』
所
収
、
五
│
一
八
六
頁
、
平
凡

社
、
二
〇
〇
八
）

小
谷
み
ど
り
（
二
〇
一
五
）『
だ
れ
が
墓
を
守
る
の
か
│
多
死
・
人
口
減
少
社
会

の
な
か
で
』、
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
№
九
三
五
、
岩
波
書
店

小
谷
み
ど
り
（
二
〇
一
七
）『〈
ひ
と
り
死
〉
時
代
の
お
葬
式
と
お
墓
』、
岩
波
新

書
一
六
七
二
、
岩
波
書
店

朽
木
量
（
二
〇
一
八
）「
屋
敷
墓
か
ら
見
た
近
世
・
近
現
代
の
イ
エ
」、
鈴
木
岩

弓
・
森
謙
二
編
『
現
代
日
本
の
葬
送
と
墓
制
│
イ
エ
亡
き
時
代
の
死
者
の
ゆ
く

え
』
所
収
、
三
六
│
五
四
頁
、
吉
川
弘
文
館

ク
マ
ー
、
H
（
一
九
七
八
）『
霊
長
類
の
社
会
│
サ
ル
の
集
団
生
活
と
生
態
的
適

応
』（
水
原
洋
城
訳
）、
社
会
思
想
社

マ
ッ
ク
グ
ル
ー
、
W
・
C
（
一
九
九
六
）『
文
化
の
起
源
を
さ
ぐ
る
│
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
の
物
質
文
化
』、
中
山
書
店

牧
野
巽
（
一
九
四
一
）「
統
計
的
に
み
た
日
中
家
族
構
成
の
比
較
」、『
東
亜
問
題
』

第
一
〇
号
（『
牧
野
巽
著
作
集 

第
二
巻 

中
国
家
族
研
究
（
下
）』
所
収
、
一
六

五
│
一
七
八
頁
、
御
茶
ノ
水
書
房
、
一
九
八
〇
）

牧
野
巽
（
一
九
四
一
│
四
二
）「
近
世
中
国
の
宗
族
」、『
東
洋
文
化
』
二
〇
〇
│

二
〇
八
号
（『
牧
野
巽
著
作
集 

第
二
巻 

中
国
家
族
研
究
（
下
）』
所
収
、
一
二

一
│
一
六
四
頁
、
御
茶
ノ
水
書
房
、
一
九
八
〇
）

牧
野
巽
（
一
九
四
二
）「
儀
礼
及
び
礼
記
に
お
け
る
家
族
と
宗
族
」、『
思
想
』
第

二
三
六
│
二
三
八
号
（『
牧
野
巽
著
作
集 

第
二
巻 

中
国
家
族
研
究
（
上
）』
所

収
、
五
九
│
一
一
八
頁
、
御
茶
ノ
水
書
房
、
一
九
七
九
）

松
沢
哲
郎
（
一
九
九
一
）『
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
・
マ
イ
ン
ド
』、
岩
波
書
店

森
謙
二
（
二
〇
一
〇
）「
人
間
（
死
者
）
の
尊
厳
性
と
「
埋
葬
義
務
」
│
「
葬
送

の
自
由
」
の
ほ
こ
ろ
び
」、
岩
上
真
珠
・
鈴
木
岩
弓
・
森
謙
二
・
渡
辺
秀
樹
著

『
い
ま
、
こ
の
日
本
の
家
族
│
絆
の
ゆ
く
え
』
所
収
、
一
三
二
│
一
七
五
頁
、
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弘
文
堂

中
村
美
知
夫
（
二
〇
一
五
）『「
サ
ル
学
」
の
系
譜
│
人
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
五
〇

年
』、
中
央
公
論
新
社

根
本
誠
（
一
九
六
七
）「「
東
洋
法
制
史
本
論
」
の
意
義
」、
内
田
智
雄
（
編
）『
生

誕
百
年 
広
池
博
士
記
念
論
集
』
所
収
、
二
一
三
│
二
九
二
頁
、
広
池
学
園
出

版
部

大
野
乾
（
一
九
八
八
）『
生
命
の
誕
生
と
進
化
』、
東
京
大
学
出
版
会

大
野
乾
（
一
九
九
六
）『
続 
大
い
な
る
仮
説
│
4
・
5
億
年
前
の
進
化
の
ビ
ッ
ク

バ
ン
』、
羊
土
社

ポ
ル
ト
マ
ン
、
A
（
一
九
六
一
）『
人
間
は
ど
こ
ま
で
動
物
か
│
新
し
い
人
間
像

の
た
め
に
』（
高
木
正
孝
訳
）、
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店

R
・
サ
ガ
ー
ル
、
R
＆
ト
ッ
ド
、
E
「
新
人
類
史
序
説
│
共
同
体
家
族
シ
ス
テ
ム

の
起
源
」、『
世
界
像
革
命
│
家
族
人
類
学
の
挑
戦
』（
石
崎
晴
己
編
）
所
収
、

一
七
七
│
二
〇
九
頁
、
藤
原
書
店

シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
、
E
（
一
九
九
六
）『
生
命
と
は
何
か
│
物
理
的
に
み
た
生

細
胞
』（
岡
小
天
・
鎮
目
恭
夫
訳
）、
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店

石
平
（
二
〇
一
八
）『
中
国
人
の
善
と
悪
は
な
ぜ
逆
さ
ま
か
│
宗
族
と
一
族
イ
ズ

ム
』、
産
経
新
聞
出
版

新
谷
尚
紀
（
二
〇
〇
九
）『
お
葬
式
│
死
と
慰
霊
の
日
本
史
』、
吉
川
弘
文
館

サ
イ
ク
ス
、
B
（
二
〇
〇
四
）『
ア
ダ
ム
の
呪
い
』（
大
野
晶
子
訳
）、
ソ
ニ
ー
・

マ
ガ
ジ
ン
ズ

ト
ッ
ド
、
E
（
二
〇
〇
一
）『
世
界
像
革
命
│
家
族
人
類
学
の
挑
戦
』（
石
崎
晴
己

編
）、
藤
原
書
店

ト
ッ
ド
、
E
（
二
〇
〇
八
）『
世
界
の
多
様
性
│
家
族
構
造
と
近
代
性
』（
荻
野
文

隆
訳
）、
藤
原
書
店

ト
ッ
ド
、
E
（
二
〇
一
五
）『
ト
ッ
ド
自
身
を
語
る
』（
石
崎
晴
己
編
訳
）、
藤
原

書
店

ト
ッ
ド
、
E
（
二
〇
一
六
）『
家
族
シ
ス
テ
ム
の
起
源 

Ⅰ 

ユ
ー
ラ
シ
ア 

上
』

（
石
崎
晴
己
監
訳
）、
藤
原
書
店

問
芝
志
保
（
二
〇
一
八
）「
明
治
民
法
と
祖
先
祭
祀
論
」、
鈴
木
岩
弓
・
森
謙
二
編

『
現
代
日
本
の
葬
送
と
墓
制
│
イ
エ
亡
き
時
代
の
死
者
の
ゆ
く
え
』
所
収
、
五

六
│
六
二
頁
、
吉
川
弘
文
館

内
田
智
雄
（
編
）（
一
九
六
七
）『
生
誕
百
年 

広
池
博
士
記
念
論
集
』、
広
池
学
園

出
版
部

上
田
裕
文
（
二
〇
一
八
）『
こ
ん
な
樹
木
葬
で
眠
り
た
い
│
自
分
も
家
族
も
幸
せ

に
な
る
お
墓
を
求
め
て
』、
旬
報
社

山
田
慎
也
（
二
〇
一
八
）「
納
骨
堂
の
成
立
と
そ
の
集
合
的
性
格
」、
鈴
木
岩
弓
・

森
謙
二
編
『
現
代
日
本
の
葬
送
と
墓
制
│
イ
エ
亡
き
時
代
の
死
者
の
ゆ
く
え
』

所
収
、
六
三
│
八
六
、
吉
川
弘
文
館

山
極
寿
一
（
一
九
九
四
）『
家
族
の
起
源
│
父
性
の
登
場
』、
東
京
大
学
出
版
会

吉
原
和
男
・
鈴
木
正
崇
・
末
成
道
男
編
（
二
〇
〇
〇
）『〈
血
縁
〉
の
再
構
築
│
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
父
系
出
自
と
同
姓
結
合
』、
風
響
社




