
実
の
親
子
以
外
に
他
人
を
オ
ャ
・
コ
と
す
る
慣
行
は
、
主
に
民
俗
学
で
は

「
オ
ャ
コ
ナ
リ
」
、
社
会
学
で
は
「
擬
制
的
親
子
関
係
」
な
ど
と
い
わ
れ
、

日
本
の
各
地
か
ら
様
々
な
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
慣
行
に
関
す
る

研
究
を
見
る
と
、
そ
の
源
流
は
柳
田
國
男
氏
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
の
柳
田
氏
の
研
究
は
、
そ
の
後
大
き
く
二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
て
、

継
承
さ
れ
、
発
展
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ
の

二
つ
の
流
れ
の
系
譜
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
擬
制
的
親
子
関
係
の
研
究
の

（
１
１
）

問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

柳
田
國
男
氏
は
、
昭
和
の
初
め
ご
ろ
か
ら
こ
の
慣
行
に
つ
い
て
研
究
を
展

論
説擬

制
的
親
子
関
係
の
研
究

ニ
柳
田
國
男
氏
の
研
究
か
ら

一
は
じ
め
に

ｌ
そ
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

開
し
て
い
る
が
、
こ
の
研
究
は
大
間
知
篤
三
氏
、
大
藤
ゆ
き
氏
ら
へ
継
承
さ

れ
る
呪
術
性
に
つ
い
て
の
研
究
と
、
磯
田
進
氏
、
服
部
治
則
氏
ら
の
村
落
構

造
類
型
の
研
究
と
の
二
つ
に
分
岐
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は

ま
ず
、
そ
の
二
つ
の
源
流
と
な
っ
た
柳
田
氏
の
研
究
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

柳
田
氏
は
オ
ャ
コ
ナ
リ
に
つ
い
て
「
自
分
の
當
然
の
オ
ャ
が
も
う
居
な
い

か
、
も
し
く
は
其
力
が
餘
り
に
弱
い
と
感
ず
る
と
き
に
、
特
に
他
人
を
オ
ャ

と
頼
む
と
い
ふ
慣
習
」
と
説
明
し
〔
柳
田
一
九
八
四
、
八
五
〕
、
さ
ら
に

「
日
本
人
の
ご
と
く
、
人
を
や
た
ら
に
オ
ャ
に
す
る
慣
習
を
持
っ
て
い
た
民

族
も
稀
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
柳
田
一
九
九
○
ａ
、
三
三
二
〕
。
し

か
し
、
他
人
を
オ
ャ
と
す
る
こ
と
が
い
つ
で
も
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
オ
ャ
コ
ナ
リ
の
機
会
は
、
「
主
要
な
る
も
の
が
人
生
に
二
度
あ
っ
た
」

と
し
て
い
る
〔
柳
田
一
九
九
○
ｂ
、
五
○
八
〕
。
二
度
と
い
う
の
は
、
「
生

れ
た
当
座
に
一
度
、
次
に
は
第
二
の
誕
生
と
も
言
わ
る
る
元
服
成
人
の
際
」

で
あ
り
、
そ
れ
が
三
度
、
四
度
と
な
っ
た
の
は
変
遷
だ
と
い
う
〔
同
右
ゞ
五

○
八
〕
。

荒
井
和
美
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誕
生
の
際
に
と
る
オ
ャ
に
つ
い
て
は
柳
田
氏
は
、
例
を
挙
げ
る
と
「
社
会

と
子
ど
も
」
の
取
上
親
の
項
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
生
ま
れ
て

来
る
者
の
周
囲
に
は
、
生
み
の
父
母
を
始
め
と
し
て
、
一
族
一
村
、
す
べ
て

そ
の
生
存
を
承
認
し
よ
う
と
待
ち
受
け
る
者
た
ち
で
満
ち
て
い
た
の
だ
け
れ

ど
も
、
な
お
そ
う
い
う
中
に
親
が
自
分
た
ち
以
外
の
、
特
に
力
を
分
か
っ
て

助
け
合
う
べ
き
人
を
、
見
立
て
て
頼
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
し
て

い
る
〔
柳
田
一
九
九
○
Ｃ
、
二
九
七
〕
。
ま
た
九
州
で
は
取
上
親
を
コ
ズ

エ
バ
バ
と
呼
ぶ
地
域
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
生
ま
れ
子
を
ス
エ
ル
と
い
う
の

も
、
人
の
中
に
加
え
る
と
い
う
意
味
に
解
し
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
」
と
述

べ
、
さ
ら
に
拾
い
親
と
の
関
連
か
ら
も
「
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
活

か
す
大
き
な
力
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
〔
同
右
二
九

六
’
七
〕
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
出
生
に
関
わ
る
オ
ャ
が
何
ら
か
の
チ
カ
ラ
を

も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
．
の
生
存
の
た
め
に
は
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
取
上
親
を
と
る
こ
と
は
「
こ
れ
が
生
存
の
最
大
危
機
で
あ
り
、
親

の
不
安
の
最
も
切
な
る
時
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
実
は
こ
の
親

子
成
り
の
契
約
と
い
う
も
の
は
、
壮
年
期
に
入
っ
て
か
ら
も
な
お
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
〔
柳
田
一
九
九
○
Ｃ
、
二
九
七
〕
、

誕
生
の
直
後
に
と
る
の
で
な
い
オ
ャ
に
つ
い
て
の
言
及
も
見
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
、
カ
ナ
オ
ャ
の
項
で
は
オ
ャ
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
兎
に
角
結
婚

す
る
者
の
後
盾
と
し
た
い
の
が
、
一
つ
の
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
争
は
れ

ぬ
」
と
述
べ
〔
柳
田
一
九
八
四
、
一
三
四
〕
、
出
生
時
で
な
く
と
も
オ
ャ

が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ム
ス
コ
の
項
で
も
さ
ら
に
、

「
自
分
な
ど
は
是
を
取
上
親
・
拾
ひ
親
・
名
付
親
と
同
じ
に
、
又
男
の
子
に

烏
帽
子
を
着
せ
る
の
と
も
同
じ
意
味
に
、
少
女
を
完
全
な
る
一
箇
の
女
性
と

す
る
力
を
も
つ
者
が
、
亦
一
人
の
親
で
あ
る
と
い
ふ
考
え
方
の
、
古
く
存
在

し
た
痕
跡
と
認
め
て
居
る
。
親
が
人
の
生
存
の
一
つ
の
源
泉
だ
と
い
ふ
黙
は
、

生
み
の
親
も
異
な
る
所
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
同
右

一
三
四
ｔ
一
三
五
〕
。
こ
こ
で
は
オ
ャ
を
と
る
時
期
の
区
別
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
、
生
物
的
・
社
会
的
な
面
の
両
面
に
お
い
て
オ
ャ
が
必
要
で
あ
っ
た

（
ワ
“
）

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

柳
田
國
男
氏
は
こ
の
よ
う
に
出
生
時
と
そ
れ
以
外
の
時
に
と
る
オ
ャ
の
両

方
に
言
及
し
て
い
る
が
、
殊
更
に
区
別
を
し
て
、
各
々
の
オ
ヤ
コ
関
係
の
性

質
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
柳
田

氏
の
研
究
の
あ
と
の
一
つ
の
流
れ
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
人
を
オ
ャ
に
と
る

の
か
、
そ
の
人
が
ど
の
よ
う
な
チ
カ
ラ
を
持
つ
の
か
、
ま
た
．
が
ど
の
よ
う

な
状
態
な
の
か
と
い
っ
た
点
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
時
期
の
オ
ャ
コ
ナ
リ
の
性

質
に
つ
い
て
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
際
、
郷
田
洋
文
氏
、
平
山
和

彦
氏
に
至
る
ま
で
は
、
こ
の
二
つ
の
時
期
の
性
質
は
別
々
に
論
じ
ら
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
う
一
方
の
流
れ
と
し
て
、
柳
田
氏
の
オ
ャ
。
．
と
い
う
言
葉
の
変
遷
か

ら
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
柳
田
氏
は
ま
ず
、
オ
ャ
．
．
と

い
う
言
葉
を
考
え
る
際
に
シ
ン
ル
イ
と
い
う
語
に
着
目
し
た
。
こ
れ
は
「
固

有
の
日
本
語
で
は
な
い
」
と
し
〔
柳
田
一
九
九
○
ａ
、
三
二
○
〕
、
日
本

の
中
で
シ
ン
ル
イ
を
オ
ャ
コ
、
あ
る
い
は
イ
ト
コ
と
呼
ぶ
地
域
が
広
範
囲
に

わ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
こ
の
二
語
の
差
異
に
つ
い
て
は

「
オ
ャ
コ
は
縦
の
族
長
族
人
の
間
柄
、
イ
ト
コ
は
横
の
関
係
す
な
わ
ち
族
人
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ど
う
し
の
縁
故
を
意
味
し
て
い
た
」
と
述
べ
〔
同
右
三
三
○
〕
、
こ
の
タ

テ
の
関
係
を
持
っ
た
オ
ャ
コ
と
い
う
も
の
を
．
つ
の
共
同
労
働
団
」
と
捉

え
て
い
る
〔
柳
田
一
九
九
○
ｂ
、
五
二
四
〕
。
つ
ま
り
オ
ャ
は
労
働
指
揮

権
を
持
つ
者
で
あ
り
、
コ
は
労
働
者
と
な
り
労
働
組
織
を
形
成
し
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
柳
田
氏
は
「
オ
ャ
を
必
ず
生
承
の
親
、
そ
の
コ
を
必
ず
生

み
の
子
に
限
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
実
は
ま
た
国
民
の
思
想
の
変
遷
に
過

ぎ
ぬ
の
で
あ
る
」
と
述
べ
〔
柳
田
一
九
九
○
ｄ
、
三
七
八
〕
、
オ
ャ
と
い

う
言
葉
の
示
す
範
囲
に
変
化
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
共
同
労
働
団
に
は
「
親
族
性
（
血
縁
性
）
は
本
来
は
必
ず
し

も
必
要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
〔
鳥
越
一
九
九
○
、
六
九
七
〕
。

こ
の
よ
う
な
点
に
注
目
を
し
、
同
族
に
は
非
血
縁
者
が
含
ま
れ
る
と
い
う
方

向
で
研
究
を
進
め
た
の
が
有
賀
喜
左
衛
門
氏
で
あ
る
。
上
野
和
男
氏
は
そ
の

有
賀
氏
の
研
究
を
「
日
本
に
お
け
る
オ
ャ
コ
関
係
の
研
究
で
あ
り
、
親
子
関

係
を
軸
と
し
て
、
日
本
の
家
、
同
族
、
社
会
構
造
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
柳
田
国
男
に
発
す
る
大
家
族
論
の
立
場
で
の
日
本
研
究

の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
」
と
位
置
付
け
て
い
る
〔
石
川
ほ
か
一
九
八

七
、
三
五
〕
。

こ
の
よ
う
な
有
賀
氏
の
研
究
に
は
、
及
川
宏
氏
、
喜
多
野
清
一
氏
ら
か
ら

異
な
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
る
。
喜
多
野
氏
は
同
族
を
「
本
家
の
家
権
威
を
中

心
と
し
て
、
（
中
略
）
系
譜
関
係
に
連
繋
さ
れ
て
い
る
家
の
連
合
体
」
と
規

定
し
〔
喜
多
野
一
九
七
六
九
〕
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
同
族
組
織

と
親
方
子
方
慣
行
を
、
山
梨
県
北
都
留
郡
棡
原
村
大
垣
外
部
落
の
事
例
か
ら

分
析
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
柳
田
氏
の
オ
ャ
コ
と
い
う
言
葉
の
変
遷
を
た
ど
る
研

究
が
、
有
賀
氏
、
喜
多
野
氏
な
ど
を
通
し
て
、
親
方
子
方
慣
行
と
同
族
組
織
、

村
落
構
造
に
つ
い
て
の
研
究
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
柳
田
氏
の
研
究
を
振
り
返
り
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
二
つ
の

流
れ
が
展
開
し
た
か
を
検
討
し
て
き
た
が
、
次
節
以
下
は
各
々
の
そ
れ
以
降

の
研
究
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

柳
田
氏
の
研
究
を
継
承
し
、
さ
ら
に
オ
ャ
コ
ナ
リ
の
持
つ
性
質
に
つ
い
て

の
考
察
を
進
め
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
大
間
知
篤
三
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら

れ
る
。
大
間
知
氏
は
オ
ャ
コ
ナ
リ
の
機
会
を
「
古
く
は
二
度
、
後
に
は
三
度

で
あ
っ
た
」
と
し
〔
大
間
知
一
九
七
五
、
三
八
〕
、
各
点
の
場
合
に
オ
ャ

と
な
る
人
や
オ
ャ
を
依
頼
す
る
理
由
な
ど
か
ら
、
こ
の
三
つ
の
オ
ャ
コ
ナ
リ

の
持
つ
性
質
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
仮
親
を
と
る
機
会
は
、
出

生
時
な
い
し
幼
少
時
、
成
年
式
時
、
移
住
・
就
職
の
際
の
三
度
で
あ
り
、
幼

少
時
の
も
の
は
呪
術
的
宗
教
的
背
景
、
成
年
式
時
の
も
の
は
呪
術
性
も
見
ら

れ
る
が
経
済
的
社
会
的
背
景
が
濃
く
、
移
住
の
際
の
も
の
は
経
済
的
社
会
的

要
素
が
強
く
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
〔
大
間
知
一
九
七
五
、
三
八
〕
。
ま

た
「
呪
術
的
親
子
」
の
中
で
も
幼
少
時
、
成
年
式
時
の
オ
ャ
コ
ナ
リ
の
性
質

に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔
大
間
知
一
九
七
八
、
一
四

(1) 三
「
呪
術
性
」
に
つ
い
て

オ
ヤ
コ
ナ
リ
と
呪
術
性
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五
〕
。こ

の
よ
う
に
大
間
知
氏
は
、
オ
ャ
コ
ナ
リ
の
各
々
の
時
期
の
性
質
に
つ
い

て
考
察
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
幼
少
時
の
オ
ャ
コ
ナ
リ
に
も
社
会
経
済
性
、

成
年
期
の
も
の
に
も
呪
術
性
が
見
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
〔
大
間
知
一
九

七
五
、
三
八
・
一
九
七
八
、
一
四
五
〕
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
点
な
の
か
具

体
的
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
二
つ
の
時
期
の
オ
ャ
コ
ナ
リ
に
つ
い

て
「
親
取
り
の
直
接
の
動
機
に
（
中
略
）
差
は
あ
る
が
、
親
子
間
の
義
理
交

際
に
は
多
分
の
類
似
性
が
あ
り
、
い
ず
れ
が
古
く
い
ず
れ
が
そ
の
模
倣
で
あ

る
と
も
容
易
に
断
言
し
難
く
、
と
も
に
、
少
な
く
と
も
今
日
の
日
本
の
都
会

に
見
る
如
き
小
さ
な
家
族
を
単
位
と
し
て
社
会
が
構
成
さ
れ
る
以
前
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
必
要
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
断
言
さ
れ
え
よ

う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
〔
大
間
知
一
九
七
八
、
一
四
五
〕
、
そ
こ
で

は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
述
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

柳
田
氏
は
「
親
方
を
と
る
の
は
成
年
期
の
行
事
で
、
幼
少
時
代
の
親
子
な

り
に
は
親
方
と
い
ふ
語
は
用
ゐ
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
〔
柳
田
一
九

八
四
、
八
八
〕
、
和
歌
森
氏
も
親
方
子
方
関
係
と
仮
親
子
関
係
に
分
け
て
論

じ
て
い
る
。
「
成
年
期
に
と
る
仮
親
は
、
社
会
人
と
し
て
い
わ
ば
村
の
公
に

ま
ゑ
え
る
に
あ
た
っ
て
の
仮
親
」
、
「
誕
生
後
間
も
な
く
し
て
と
る
仮
親
は
、

と
に
か
く
人
間
と
し
て
人
生
航
路
を
歩
ん
で
行
こ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
」

の
も
の
で
、
社
会
的
に
不
安
定
な
と
き
に
結
ば
れ
る
の
が
親
方
子
方
関
係
、

社
会
的
に
不
安
定
な
だ
け
で
な
く
、
身
体
的
に
も
不
安
定
な
と
き
に
結
ば
れ

る
の
が
仮
親
子
関
係
と
し
て
い
る
〔
和
歌
森
一
九
八
一
、
七
四
〕
。
さ
ら

に
こ
の
親
方
子
方
関
係
は
、
同
族
が
崩
れ
て
い
く
過
程
で
「
同
族
で
な
い
も

の
が
同
族
関
係
に
は
い
っ
て
互
い
に
頼
承
頼
ま
れ
る
関
係
と
な
る
よ
う
親
方

・
子
方
の
結
成
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
〔
同
右
七
九
〕
、

こ
の
時
親
を
村
の
名
望
家
に
依
頼
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
親
方
ど
り
と
い

う
習
俗
に
は
、
も
と
経
済
的
心
理
的
理
由
が
あ
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る

〔
同
右
八
○
〕
。
和
歌
森
氏
は
、
大
間
知
氏
と
同
様
に
成
年
式
時
の
オ
ャ

コ
関
係
に
は
経
済
的
要
素
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
中

で
は
そ
の
時
の
呪
術
性
や
二
つ
の
時
期
の
オ
ャ
コ
関
係
の
関
連
に
つ
い
て
は

触
れ
て
い
な
い
。

郷
田
洋
文
氏
も
和
歌
森
氏
の
よ
う
に
、
親
方
子
方
と
そ
れ
と
は
異
な
る
オ

ャ
コ
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
幼
少
期
の
も
の

と
成
年
期
の
オ
ャ
コ
ナ
リ
の
性
質
は
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
郷
田
氏

は
前
者
に
成
長
へ
の
不
安
、
後
者
に
社
会
へ
出
て
い
く
上
で
の
不
安
が
あ
り
、

そ
れ
が
オ
ャ
を
求
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
両
者
の
共

通
性
に
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
出
生
直
後
で
な
い
オ
ャ
コ
関
係
に
も
呪
術

性
の
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
郷
田
氏
は
そ
の
点
に
つ
い
て
、
厄

年
に
生
ま
れ
た
子
の
例
を
挙
げ
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
〔
郷
田
一
九
六

○
、
二
八
一
２
二
八
二
〕
。

そ
の
後
、
平
山
和
彦
氏
が
霊
魂
観
か
ら
オ
ャ
コ
ナ
リ
を
捉
え
、
二
つ
の
時

期
の
オ
ャ
コ
ナ
リ
を
再
検
討
し
て
い
る
。
平
山
氏
は
通
過
儀
礼
を
「
魂
の
死

と
復
活
の
く
り
返
し
に
と
も
な
う
呪
術
的
な
儀
式
」
と
捉
え
〔
平
山
一
九

七
八
、
一
二
七
〕
、
そ
の
典
型
と
し
て
人
の
誕
生
や
成
年
式
を
位
置
付
け
て

い
る
。
そ
し
て
出
生
時
に
オ
ャ
を
と
る
こ
と
は
「
健
康
な
他
人
の
大
人
を
オ

ャ
と
し
、
そ
の
コ
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
衰
弱
し
た
霊
魂
に
活
力
を
付
与
す
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る
こ
と
を
図
る
こ
と
」
で
あ
り
、
成
年
式
で
は
「
霊
魂
が
一
度
死
ん
だ
と
見

な
し
、
再
生
に
あ
た
っ
て
他
人
の
オ
ャ
か
ら
新
た
な
生
ま
れ
替
わ
り
に
擬
す

る
こ
と
」
だ
と
し
て
い
る
〔
平
山
一
九
七
三
、
六
六
〕
。
つ
ま
り
「
い
っ

た
ん
死
ん
だ
魂
が
生
き
か
え
る
に
は
そ
の
場
に
当
然
生
み
の
オ
ャ
と
は
違
う
、

別
の
オ
ャ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
時
期
に
カ
リ

オ
ャ
を
と
る
こ
と
に
は
「
同
質
の
要
素
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
〔
平
山

一
九
七
八
、
一
二
七
〕
。

ま
た
オ
ャ
『
｜
ナ
リ
の
性
質
に
つ
い
て
も
、
幼
少
期
の
も
の
と
成
年
期
の
も

の
の
関
連
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
成
年
期
の
オ
ャ
コ
関

係
に
は
社
会
経
済
性
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ

は
幼
少
期
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
元
は
付
随
し
て
い
た
呪
術
性
が
忘
れ
ら
れ

た
か
、
あ
る
い
は
、
比
較
的
後
代
に
な
っ
て
、
呪
術
的
な
関
係
に
経
済
的
な

庇
護
・
奉
仕
と
い
う
性
格
が
増
し
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
十
分

に
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
平
山
一
九
七
八
、
一
二
七
〕
。
こ
の

よ
う
に
平
山
氏
は
、
さ
ら
に
積
極
的
に
幼
少
期
、
成
年
期
の
オ
ャ
コ
ナ
リ
の

性
質
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
新
し
い
展
開
を
示
し
た
と
思
わ

れ
る
。前

節
で
見
た
よ
う
に
、
幼
少
期
の
オ
ャ
「
一
ナ
リ
の
呪
術
性
は
指
摘
さ
れ
て

い
た
が
、
大
藤
ゆ
き
氏
も
取
上
親
に
つ
い
て
「
取
上
げ
る
と
い
う
言
葉
は
、

人
間
界
に
子
供
を
引
き
上
げ
る
、
こ
の
世
の
仲
間
に
引
き
入
れ
る
と
い
う
意

味
」
と
述
べ
〔
大
藤
一
九
六
八
、
五
三
〕
、
そ
の
呪
術
性
に
言
及
し
て
い

(2)

オ
ヤ
と
女
性
の
持
つ
チ
カ
ラ

る
。
ま
た
、
こ
の
取
上
げ
る
と
い
う
行
為
に
は
技
術
的
な
も
の
と
精
神
的
な

も
の
の
二
種
類
が
あ
る
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
産
婆
と
呼
ば

れ
て
い
て
も
「
精
神
的
な
ト
リ
ァ
ゲ
」
の
場
合
に
は
、
生
児
と
一
生
の
親
子

関
係
を
持
つ
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
直
接
助
産
の
手
助
け
を
し
て
な
お
生

児
と
親
子
の
関
係
を
結
ぶ
も
の
と
、
助
産
に
は
直
接
関
係
せ
ず
に
生
児
と
の

関
係
を
結
ぶ
も
の
」
と
に
分
け
て
い
る
〔
大
藤
一
九
六
八
、
五
七
〕
。

こ
れ
ら
の
点
を
オ
ャ
の
持
つ
チ
カ
ラ
と
い
う
よ
り
も
、
も
う
少
し
女
性
の

持
つ
チ
カ
ラ
と
し
て
考
察
を
進
め
た
も
の
の
一
つ
に
、
鎌
田
久
子
氏
の
研
究

が
挙
げ
ら
れ
る
。
鎌
田
氏
は
「
出
産
に
立
ち
会
い
な
が
ら
手
を
下
さ
な
い
ト

リ
ア
ゲ
バ
バ
は
、
何
の
為
に
こ
の
場
に
臨
む
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問

か
ら
、
パ
パ
は
「
即
ち
産
神
の
司
祭
者
あ
る
い
は
産
神
の
愚
代
と
な
る
巫
女

的
性
格
を
持
つ
者
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
察
し
て
い
る
〔
鎌

田
一
九
六
六
、
五
七
〕
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
者
を
鎌
田
氏
は
近
年

「
呪
術
的
助
産
婦
」
と
し
、
出
産
に
際
し
て
技
術
的
な
援
助
し
か
し
な
い
助

産
婦
と
は
区
別
し
て
い
る
〔
鎌
田
一
九
九
○
、
一
四
七
〕
。
「
ウ
バ
の
力
」

に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
女
性
の
持
つ
チ
カ
ラ
に
触
れ
て
お
り
、
「
あ
の
世

か
ら
こ
の
世
に
子
供
の
生
命
を
送
り
出
し
て
く
れ
る
の
が
パ
パ
と
よ
ば
れ
る

女
性
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
世
に
お
い
て
も
、
ま
た
子
供
の
生
命
を
こ
の
世

に
引
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
ト
リ
ア
ゲ
バ
バ
と
か
、
コ
ズ
エ
バ
バ
な
ど

と
よ
ば
れ
る
産
婆
で
あ
る
。
即
ち
前
世
と
現
世
の
境
を
は
さ
ん
で
、
両
方
の

境
に
パ
パ
と
よ
ば
れ
る
女
性
が
、
人
間
の
生
を
司
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
〔
鎌
田
一
九
七
五
、
八
〕
。
こ
の
よ
う
に
鎌
田
氏
は
、
オ
ャ

と
な
る
人
、
殊
に
そ
れ
が
女
性
で
あ
る
場
合
に
持
っ
て
い
る
チ
カ
ラ
に
つ
い
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オ
ャ
コ
を
「
共
同
労
働
団
」
と
捉
え
た
柳
田
國
男
氏
の
研
究
か
ら
、
同
族

団
に
つ
い
て
の
研
究
へ
と
展
開
し
た
流
れ
が
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
前
述

し
た
。
そ
の
同
族
と
親
方
子
方
慣
行
の
関
係
を
論
じ
た
の
が
喜
多
野
清
一
氏

で
あ
り
、
大
垣
外
部
落
の
事
例
か
ら
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
大
垣
外

で
は
結
婚
の
際
の
仲
人
親
が
親
分
と
な
り
、
そ
れ
は
家
ご
と
に
世
襲
的
に
固

定
さ
れ
て
い
る
。
親
分
と
な
る
の
は
本
家
で
、
分
家
が
子
分
と
な
り
、
同
族

組
織
と
親
方
子
方
の
関
係
が
一
致
し
た
形
と
な
っ
て
、
高
橋
と
い
う
同
族
の

総
本
家
を
中
心
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
見
ら
れ
る
と
い
う
〔
喜
多
野
一

九
四
○
ａ
．
ｂ
、
一
九
五
九
を
参
照
〕
。
ま
た
同
族
と
親
方
子
方
は
結
合
の

契
機
が
異
な
る
と
し
て
両
者
を
区
別
し
て
い
る
。
後
者
は
「
現
実
生
活
の
実

質
的
庇
護
奉
仕
」
に
結
合
の
契
機
が
あ
り
、
同
族
の
よ
う
に
「
家
の
系
譜
の

権
威
的
支
配
服
属
の
関
係
を
必
須
と
し
な
い
」
と
い
う
〔
喜
多
野
一
九
六

○
、
四
二
〕
。

こ
の
あ
と
磯
田
進
氏
が
村
落
の
類
型
化
を
試
み
、
そ
の
中
で
同
族
と
親
方

て
、
研
究
を
進
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
柳
田
氏
の
研
究
か
ら
、
一
つ
の
流
れ
と
し
て
呪
術
性
を
め

ぐ
る
も
の
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
オ
ャ
『
｜
ナ
リ
の
性
質
と
女
性
の
持
つ
チ

カ
ラ
と
い
う
方
向
へ
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(1) 四
村
落
構
造
を
め
ぐ
る
研
究
へ

親
方
子
方
慣
行
と
村
落
構
造

子
方
慣
行
の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
磯
田
氏
は
村
落
構
造
を
「
家
格

型
」
「
無
家
格
型
」
の
二
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
。
「
家
格
型
」
は
「
伽
そ

の
村
落
を
構
成
す
る
個
人
の
社
会
的
、
政
治
的
な
債
値
が
、
個
人
の
属
す
る

『
家
』
の
債
値
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
②
そ
の
『
家
』
の
格
づ
け

が
超
世
代
的
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
二
点
が
本
質
を
な
す
「
家

格
制
」
の
存
在
す
る
村
落
で
〔
磯
田
一
九
五
一
ａ
、
五
○
’
五
一
〕
、
そ

れ
が
存
在
し
な
い
「
無
家
格
型
」
と
に
区
別
し
た
。
さ
ら
に
「
家
格
型
」
を

「
同
族
型
」
と
「
非
同
族
型
」
と
に
分
け
て
い
る
。
前
者
は
「
本
家
・
分
家

関
係
が
村
落
社
会
構
造
上
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
い
わ
ば
そ
の
『
背
骨
』
を

な
し
て
い
る
場
合
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
本
分
家
関
係
が
そ
れ
ほ
ど
の
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
」
で
あ
る
〔
磯
田
一
九
五
一
ｂ
、
四
〕
。

磯
田
氏
は
、
「
非
同
族
型
」
村
落
で
あ
る
島
根
県
邑
智
郡
都
賀
行
村
潮
部

落
の
事
例
か
ら
、
同
族
と
親
方
子
方
関
係
の
関
連
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。
潮
部
落
で
は
、
男
性
の
場
合
ケ
ー
ャ
ク
オ
ャ
．
．
、
女
性
の

場
合
カ
ナ
オ
ャ
・
カ
ナ
ム
ス
メ
が
親
分
子
分
の
関
係
で
あ
り
、
親
分
は
自
分

よ
り
上
の
家
格
の
家
を
依
頼
す
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
こ
で
の
「
擬

制
的
親
子
関
係
が
、
『
同
族
型
』
村
落
の
場
合
の
同
族
（
本
家
・
別
家
）
関

係
と
同
様
の
機
能
を
、
村
落
構
造
上
い
と
な
ん
で
い
る
」
と
し
〔
磯
田
一

九
五
四
ａ
、
五
九
〕
、
「
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
場
合
に
は
擬
制
的
親
子

、
、

関
係
が
同
族
関
係
に
代
位
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
結
論

づ
け
て
い
る
〔
同
右
五
七
〕
（
傍
点
は
磯
田
氏
）
。
一
方
「
同
族
型
」
村
落

と
し
て
は
、
喜
多
野
氏
が
調
査
を
行
っ
た
大
垣
外
部
落
の
事
例
を
挙
げ
て
い

る
。
大
垣
外
の
本
分
家
関
係
で
は
「
直
接
対
人
的
な
、
身
分
的
な
支
配
・
従
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磯
田
氏
は
「
家
格
型
」
「
無
家
格
型
」
に
村
落
構
造
を
大
別
し
た
が
、
後

者
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
村
落
構
造
の
類
型
と
擬

制
的
親
子
関
係
の
関
連
を
考
察
し
た
研
究
を
受
け
て
、
こ
れ
以
後
は
「
親
分

子
分
関
係
を
単
一
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
設
定
が
可

能
な
多
様
な
拡
が
り
と
し
て
と
ら
え
た
う
え
で
、
特
定
の
村
落
構
造
の
型
と

特
定
の
親
分
子
分
関
係
の
型
の
対
応
関
係
の
問
題
へ
と
展
開
を
み
た
」
の
で

あ
る
〔
上
野
一
九
九
二
、
九
○
〕
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
方
向
で
展
開
さ

せ
て
い
っ
た
も
の
に
服
部
治
則
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
服
部
氏
は
山
梨

県
南
巨
摩
郡
早
川
町
上
湯
島
部
落
の
親
分
子
分
関
係
の
事
例
を
取
り
上
げ
て

考
察
す
る
と
と
も
に
、
「
家
格
制
」
「
血
縁
性
」
の
指
標
に
基
づ
い
て
村
落

属
関
係
が
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
が
〔
磯
田
一
九
五
四
ｂ
、

四
○
〕
、
そ
れ
だ
け
で
は
同
族
の
範
囲
を
越
え
て
村
落
全
体
を
覆
う
よ
う
な

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
形
を
と
る
に
は
十
分
で
な
い
と
い
う
。
そ
れ
に
擬
制
的
親

子
関
係
を
重
ね
て
み
る
と
、
同
族
の
範
囲
を
越
え
た
支
配
従
属
関
係
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
「
こ
の
場
合
の
擬
制
的
親
子
関
係
は
、
村
落
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
を
さ
さ
え
、
そ
れ
を
す
き
間
な
く
裏
う
ち
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
そ
れ
を
十
分
堅
確
な
ら
し
め
て
行
く
た
め
の
契
機
と
し
て
、
本
分
家
関

、
、

係
を
補
充
す
る
役
割
を
い
と
な
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
磯
田
一
九

五
四
ｂ
、
四
一
〕
。
こ
の
よ
う
に
磯
田
氏
は
村
落
の
類
型
化
を
し
、
「
同
族

型
」
、
「
非
同
族
型
」
村
落
に
お
け
る
擬
制
的
親
子
関
係
の
機
能
を
論
じ
た
の

で
あ
る
。(2)

村
落
構
造
の
「
型
」
に
つ
い
て

構
造
の
四
類
型
を
提
示
し
て
い
る
。

上
湯
島
部
落
の
事
例
は
、
同
じ
山
梨
県
内
で
は
あ
る
が
喜
多
野
氏
の
考
察

し
た
大
垣
外
部
落
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
擬
制
的
親
子
関
係
の
差
異
は
、
森
岡
清
美
氏
に
よ
っ
て

「
大
垣
外
型
」
「
上
湯
島
型
」
と
名
付
け
ら
れ
、
親
分
子
分
関
係
の
代
表
的

な
型
と
さ
れ
て
い
る
。
上
湯
島
の
事
例
で
も
、
親
分
と
な
る
の
は
結
婚
に
際

し
て
オ
ャ
と
な
る
人
で
、
男
性
の
エ
ポ
シ
オ
ャ
、
女
性
の
カ
ネ
ッ
ヶ
オ
ャ
で

あ
る
。
し
か
し
仲
人
親
は
こ
れ
ら
の
オ
ャ
と
は
別
に
た
て
る
。
服
部
氏
は
部

落
内
の
家
の
系
譜
、
シ
ン
ル
イ
関
係
を
み
た
あ
と
、
ナ
ヅ
ヶ
オ
ャ
、
カ
ネ
ッ

ヶ
オ
ャ
、
オ
ャ
ブ
ン
全
ポ
シ
オ
ャ
）
を
ど
の
家
に
依
頼
し
て
い
る
か
、
す

べ
て
同
じ
家
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
関
係
が
固
定
的
か
ど
う
か
に
つ
い
て
本

分
家
の
表
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
上
湯
島
の
場
合
に
は
、
大
垣

外
の
事
例
と
は
異
な
り
、
「
本
分
家
関
係
と
親
分
子
分
関
係
が
複
合
せ
ず
、

本
家
分
家
が
相
互
に
親
分
た
り
子
分
た
り
え
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
成
せ
ず

家
相
互
の
関
係
が
平
板
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
〔
服
部
一
九
八
○
、

五
一
〕
・

服
部
治
則
氏
は
こ
の
あ
と
、
「
大
垣
外
型
」
「
上
湯
島
型
」
の
二
つ
の
型

に
、
山
梨
県
下
で
ふ
ら
れ
た
親
分
子
分
関
係
を
分
類
す
る
と
と
も
に
、
各
女

の
部
落
の
村
落
の
構
造
類
型
を
問
題
に
し
た
。
「
村
落
構
成
の
単
位
は
『
家
』

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
家
と
家
と
の
結
合
関
係
の
型
が
村
落
構
造
の
類
型
を

決
定
す
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
家
相
互
の
関
係
が
、
縦
の
支
配
従
属
関
係

か
、
横
の
平
等
な
相
互
扶
助
関
係
か
と
い
う
観
点
よ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が

村
落
構
造
に
支
配
的
か
と
い
う
」
「
家
格
制
の
有
無
」
を
一
方
の
軸
と
し
て
、
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も
う
一
方
は
「
血
縁
の
原
理
（
或
い
は
血
縁
を
擬
制
す
る
養
子
を
含
む
）
を

契
機
と
す
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
観
点
で
、
血
縁
の
原
理
に
基
づ
く

家
の
関
係
が
村
落
結
合
に
お
い
て
支
配
的
か
そ
う
で
な
い
か
」
と
い
う
「
血

縁
性
の
度
合
」
の
二
つ
の
指
標
か
ら
、
村
落
構
造
の
四
類
型
を
示
し
た
〔
服

部
一
九
八
○
、
三
六
九
〕
（
表
１
、
図
１
参
照
）
。

表1 服部治則氏の示した四類型(3)

口
’ ’

図1 山梨県下の親分子分関係を家格制，血縁性の

指標をもとに分類したもの（服部氏作成）（4）

を
指
標
に
「
集
中
的
構
造
」
「
拡
散
的
構
造
」
の
二
類
型
を
設
定
し
た
〔
上

野
一
九
九
二
、
九
一
〕
。
「
集
中
的
構
造
」
と
い
う
の
は
「
大
垣
外
の
事
例

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
親
分
子
分
関
係
が
特
定
の
家
に
集
中
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
型
の
構
造
を
形
成
す
る
も
の
」
で
、
「
拡
散
的
構
造
」
は
「
神
子
原
・
上

湯
島
・
下
芦
沢
の
型
で
親
分
子
分
関
係
が
特
定
の
家
に
集
中
せ
ず
、
し
た
が

こ
の
よ
う
な
服
部
氏
の
研
究
の
あ
と
、

親
分
子
分
慣
行
の
事
例
報
告
と
共
に
、
村

落
構
造
の
類
型
化
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
よ

（
兵
Ｊ
）

う
で
あ
る
。
次
の
そ
の
例
を
い
く
つ
か
挙

げ
る
こ
と
に
す
る
。

江
守
五
夫
氏
は
、
日
本
の
東
北
部
で
は

同
族
制
を
、
西
南
部
で
は
年
齢
階
梯
制
を

基
本
原
理
と
し
て
お
り
、
村
落
の
構
造
が

異
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
こ

で
承
ら
れ
る
擬
制
的
親
子
関
係
に
も
差
異

が
あ
る
と
し
て
、
二
つ
の
形
態
を
設
定
し
、

東
北
部
で
承
ら
れ
る
も
の
を
「
家
父
長
的

Ｉ
家
産
制
的
形
態
」
、
西
南
部
の
も
の
を

「
年
齢
階
梯
的
形
態
」
と
し
て
い
る
〔
江

（
虞
Ｕ
）

守
一
九
六
五
、
三
〕
。

ま
た
上
野
和
男
氏
は
親
分
子
分
関
係
の

構
成
形
態
に
注
目
し
て
、
構
成
要
素
、
親

分
の
村
内
で
の
位
置
、
依
頼
関
係
の
形
態
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っ
て
親
分
層
・
子
分
層
が
形
成
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
ど
の
家
も
親
分
に
な
り
子

分
に
な
っ
て
、
親
分
子
分
関
係
が
連
鎖
状
に
ム
ラ
全
体
を
お
お
う
構
造
を
形

成
す
る
も
の
」
だ
と
し
て
い
る
〔
上
野
一
九
七
三
、
三
一
〕
。
こ
の
「
集

中
的
構
造
」
は
「
同
族
結
合
」
「
家
格
型
」
と
、
「
拡
散
的
構
造
」
は
「
講

組
型
」
「
無
家
格
型
」
の
村
落
構
造
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
〔
上

野
一
九
九
二
、
一
二
二
〕
。

福
田
ア
ジ
オ
氏
は
ま
ず
、
オ
ャ
コ
ナ
リ
と
親
分
子
分
を
役
割
と
関
係
の
継

続
す
る
期
間
に
よ
っ
て
区
別
し
た
。
「
締
結
の
時
期
や
名
称
の
い
か
ん
に
関

係
な
く
、
オ
ャ
が
コ
に
対
し
て
同
様
の
包
括
的
な
保
護
を
長
期
間
持
続
的
に

与
え
る
オ
ャ
コ
関
係
」
を
親
分
子
分
と
し
〔
福
田
一
九
八
○
、
一
六
一
〕
、

誰
を
オ
ャ
と
す
る
か
、
そ
の
オ
ャ
コ
の
関
係
の
連
鎖
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
か
と
い
う
点
か
ら
、
大
垣
外
と
静
岡
県
熱
海
市
初
島
の
事
例
を
用
い
て

論
じ
た
。
大
垣
外
で
は
「
本
家
分
家
と
い
う
祖
先
中
心
的
な
系
譜
関
係
に
基

礎
を
お
き
、
超
世
代
的
に
持
続
」
し
て
お
り
、
初
島
で
は
「
自
己
中
心
的
な

親
類
関
係
と
の
関
連
を
示
し
て
い
る
」
と
い
う
〔
同
右
一
七
五
〕
。
こ
れ

を
「
関
係
を
締
結
す
る
両
当
事
者
の
関
係
」
か
ら
類
型
化
し
、
大
垣
外
の
事

例
を
「
祖
先
中
心
型
」
、
初
島
の
も
の
を
「
自
己
中
心
型
」
と
名
付
け
て
い

る
〔
同
右
一
七
六
〕
。
前
者
の
型
は
「
大
垣
外
型
」
「
集
中
的
構
造
」
と
後

者
の
方
は
「
上
湯
島
型
」
「
拡
散
的
構
造
」
と
適
合
関
係
に
あ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
柳
田
氏
か
ら
派
生
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
流
れ
は
、
同
族
組

織
、
村
落
構
造
の
類
型
化
を
め
ぐ
る
方
向
へ
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
擬
制
的
親
子
関
係
に
関
す
る
研
究
の
流
れ
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、

最
後
に
こ
の
研
究
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま

で
は
、
親
分
子
分
の
問
題
で
い
え
ば
、
「
擬
制
的
親
子
関
係
」
の
概
念
規
定

や
同
族
制
の
顕
著
な
村
落
に
調
査
地
が
偏
っ
て
い
た
よ
う
な
点
が
、
問
題
点

（
句
ｊ
）

と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
他
と
し
て
、
ま
ず
類
型
化
の
問
題
に
触
れ

て
お
き
た
い
。
事
例
が
報
告
さ
れ
る
際
に
、
「
大
垣
外
型
」
「
上
湯
島
型
」

或
い
は
「
集
中
的
構
造
」
「
拡
散
的
樅
造
」
な
ど
た
い
て
い
二
つ
に
分
類
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
類
型
化
の
内
容
や
指
標
が
一
様
で
な
い
点
や
そ
の
調
査

地
の
地
域
差
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
か
の
型
に
無
理
な
く
位
置
付
け

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
が
、
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

（
○
Ｏ
）

さ
ら
に
、
福
田
ア
ジ
オ
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
は
一
つ

の
ム
ラ
の
な
か
に
幾
つ
か
の
オ
ャ
コ
関
係
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
う

ち
一
つ
を
論
じ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
オ
ャ
コ
関
係
同
士
の
関
連
（
た
と
え

ば
ト
リ
ァ
ゲ
オ
ャ
に
オ
ャ
プ
ン
を
依
頼
す
る
か
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
）
は
殆

ど
触
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ
ャ
プ
ン
に
し
て
も
ヒ
ロ
イ

オ
ャ
に
し
て
も
、
機
能
や
椛
造
の
ほ
か
、
ム
ラ
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
の
オ
ャ

言
）
の
位
置
付
け
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ム
ラ

に
よ
っ
て
ど
の
オ
ャ
コ
関
係
（
或
い
は
幾
つ
か
の
オ
ャ
コ
関
係
の
組
合
せ
）

が
重
要
で
あ
る
の
か
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
に
も
か

五
お
わ
り
に
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か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
ム
ラ
に
お
け
る
擬
制
的
親
子
関
係
の
位
置
付

け
と
い
う
視
点
も
必
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た

研
究
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
１
）
こ
こ
で
擬
制
的
親
子
関
係
と
し
て
い
る
の
は
、
他
人
を
オ
ャ
・
コ
と

す
る
関
係
の
こ
と
で
、
実
の
親
子
や
養
子
、
婚
姻
に
よ
る
義
理
の
親
子

関
係
は
含
ん
で
い
な
い
。

（
２
）
出
生
期
、
成
年
期
の
親
に
つ
い
て
「
人
の
中
に
加
え
る
」
「
少
女
を

完
全
な
る
一
筒
の
女
性
と
す
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
生
物
的

な
面
と
社
会
的
な
面
の
両
方
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
柳
田
氏
が
そ
れ

ら
二
つ
の
面
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
ら

の
う
ち
ど
ち
ら
か
に
重
点
を
お
い
て
考
え
て
い
る
の
か
、
或
い
は
両
方

を
想
定
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、

オ
ャ
の
持
つ
チ
カ
ラ
に
つ
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る

の
か
、
そ
の
チ
カ
ラ
を
持
つ
人
を
ど
の
よ
う
な
人
だ
と
考
え
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
も
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
柳
田
國
男
氏
の
研
究
を
継
承
し

た
一
つ
の
流
れ
は
、
幼
少
期
の
オ
ャ
コ
関
係
を
中
心
に
、
社
会
関
係
よ

り
は
呪
術
性
を
問
題
に
し
た
方
向
で
展
開
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
柳

田
氏
の
ど
の
よ
う
な
点
を
継
承
し
て
い
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
の
疑
問
点
と
は
何
か
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題
と

し
て
お
き
た
い
。

（
３
）
服
部
治
則
一
九
八
○
、
三
七
○
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（
５
）
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化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
磯
田
、
服
部
、
江
守
、
上
野
、

福
田
氏
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
が
、
各
氏
の
示
さ
れ
た
類
型
化
の
内
容

や
そ
れ
を
分
析
す
る
た
め
に
用
い
た
指
標
が
一
様
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
本
稿
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
が
未
だ
不
十
分
で
あ
り
、
稿

を
改
め
て
考
え
て
ゑ
た
い
。

（
６
）
江
守
五
夫
氏
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
年
齢
階
梯
制
下
の
擬
制
的
親

子
関
係
を
扱
い
、
村
落
構
造
の
類
型
化
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
比
較
民
族
学
の
立
場
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
村
落
に
お
け
る
擬
制
的

親
子
関
係
の
「
原
型
」
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
磯
田
進

氏
や
服
部
治
則
氏
な
ど
と
は
視
点
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
７
）
た
と
え
ば
「
社
会
伝
承
研
究
Ⅱ
」
一
九
ｔ
二
二
頁
が
あ
る
。

（
８
）
福
田
ア
ジ
オ
一
九
八
○
、
一
五
九
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磯
田
進
一
九
五
一
ｂ
「
村
落
構
造
の
『
型
』
の
問
題
」
『
社
会
科
学
研

究
』
第
三
巻
二
号

磯
田
進
一
九
五
四
ａ
「
農
村
に
お
け
る
擬
制
的
親
子
関
係
に
つ
い
て

伽
」
同
右
第
五
巻
三
号

磯
田
進
一
九
五
四
ｂ
「
農
村
に
お
け
る
擬
制
的
親
子
関
係
に
つ
い
て

②
」
同
右
第
五
巻
四
号

井
之
口
章
次
一
九
六
○
「
誕
生
と
育
児
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
四
巻

平
凡
社

上
野
和
男
一
九
六
九
「
擬
制
的
親
子
関
係
と
村
落
構
造
」
『
講
座
家
族
』

六
巻
弘
文
堂

上
野
和
男
一
九
七
三
「
親
分
子
分
関
係
の
構
造
類
型
」
『
社
会
伝
承
研

究
Ⅱ
』
社
会
伝
承
研
究
会

上
野
和
男
一
九
九
二
「
親
分
子
分
関
係
の
構
造
類
型
」
『
日
本
民
俗
社

会
の
基
礎
構
造
』
ぎ
よ
う
せ
い

江
守
五
夫
一
九
六
五
「
擬
制
的
親
子
関
係
の
年
齢
階
梯
的
形
態
」
『
法

律
論
叢
』
第
三
八
巻
六
号

江
守
五
夫
一
九
七
六
『
日
本
村
落
社
会
の
構
造
』
弘
文
堂

及
川
宏
一
九
六
七
『
同
族
組
織
と
村
落
生
活
』
未
来
社

大
藤
ゆ
き
一
九
六
八
『
児
や
ら
ひ
』
民
俗
民
芸
双
書
二
六
岩
崎
美
術

社
（
一
九
四
四
初
出
）

大
間
知
篤
三
一
九
七
五
「
家
に
つ
い
て
の
覚
書
」
『
大
間
知
篤
三
著
作

集
』
第
一
巻
未
来
社
（
一
九
三
九
初
出
の
修
正
）

大
間
知
篤
三
一
九
七
六
ａ
「
親
方
子
方
」
『
大
間
知
篤
三
著
作
集
』
第

三
巻
未
来
社
（
一
九
三
五
初
出
）

大
間
知
篤
三
一
九
七
六
ｂ
「
成
年
式
の
民
俗
」
同
右
（
一
九
五
九
初

出
）

大
間
知
篤
三
一
九
七
六
Ｃ
「
生
と
死
と
子
供
」
同
右
（
一
九
五
八
初

出
）

大
間
知
篤
三
一
九
七
八
「
呪
術
的
親
子
」
「
神
津
の
花
正
月
」
『
大
間

知
篤
三
著
作
集
』
第
四
巻
（
一
九
四
三
初
出
）

鎌
田
久
子
一
九
六
六
「
産
婆
ｌ
そ
の
巫
女
的
性
格
」
『
成
城
文
芸
』
第

四
二
号

鎌
田
久
子
一
九
七
五
「
ウ
バ
の
力
」
『
日
本
民
俗
学
』
九
八
号

鎌
田
久
子
他
一
九
九
○
『
日
本
人
の
子
産
み
子
育
て
』
勁
草
書
房

川
島
武
宜
・
潮
見
俊
隆
一
九
四
七
「
カ
ネ
オ
ャ
に
つ
い
て
」
『
民
族
学

研
究
』
第
一
二
巻
一
号

喜
多
野
清
一
一
九
四
○
ａ
「
甲
州
山
村
の
同
族
組
織
と
親
方
子
方
慣

行
」
『
民
族
学
年
報
』
二

喜
多
野
清
一
一
九
四
○
ｂ
「
同
族
組
織
と
親
方
子
方
慣
行
資
料
」
同
右

一
一
一

喜
多
野
清
一
一
九
五
九
「
甲
州
山
村
の
親
方
子
方
ｌ
棡
原
村
大
垣
外
の

ヂ
ル
ヰ
と
オ
ャ
ブ
ン
・
コ
ブ
ン
」
『
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要
』
七

喜
多
野
清
一
一
九
六
○
「
親
方
子
方
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
四
巻

平
凡
社

喜
多
野
清
一
一
九
七
六
「
同
族
組
織
と
封
建
遺
制
」
『
家
と
同
族
の
基

礎
理
論
』
未
来
社
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郷
田
洋
文
一
九
六
○
「
厄
年
・
年
祝
い
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
四
巻

平
凡
社

篠
崎
征
子
一
九
六
○
「
取
上
げ
親
子
Ｉ
千
葉
県
九
十
九
里
町
付
近
」

『
日
本
民
俗
学
会
報
』
一
五

社
会
伝
承
研
究
会
編
一
九
七
三
『
社
会
伝
承
研
究
Ⅱ
』

曽
我
猛
一
九
九
二
『
農
村
に
お
け
る
擬
制
的
親
子
関
係
ｌ
法
社
会
学
的

研
究
』
御
茶
の
水
書
房

鳥
越
皓
之
一
九
八
五
『
家
と
村
の
社
会
学
』
世
界
思
想
社

鳥
越
皓
之
一
九
九
○
「
解
説
」
『
柳
田
國
男
全
集
』
一
二
巻
筑
摩
書

房

服
部
治
則
一
九
七
八
『
親
分
子
分
と
本
分
家
』
御
茶
の
水
書
房

服
部
治
則
一
九
八
○
『
農
村
社
会
の
研
究
』
御
茶
の
水
書
房

平
山
和
彦
一
九
七
一
「
親
族
と
同
族
Ｉ
研
究
史
と
課
題
を
め
ぐ
る
覚
え

書
」
『
日
本
民
俗
学
講
座
』
二
巻
朝
倉
書
店

平
山
和
彦
一
九
七
三
「
擬
制
的
親
子
の
民
俗
と
そ
の
変
遷
Ｉ
茨
城
県
勝

田
市
の
事
例
報
告
」
『
茨
城
県
史
研
究
』
二
六

平
山
和
彦
一
九
七
八
「
い
わ
ゆ
る
『
親
子
成
り
』
に
つ
い
て
」
『
日
本

平
山
和
彦
一
九
七
八
「
い

福
田
ア
ジ
オ
一
九
六

俗
』
吉
川
弘
文
館

一
九
六

福
田
ア
ジ
オ
一
九
七
三
「
親
分
子
分
研
究
（

の
活
動
を
通
し
て
」
『
社
会
伝
承
研
究
Ⅱ
』

福
田
ア
ジ
オ
一
九
八
○
「
親
分
子
分
」
塁

「
親
分
子
分
研
究
の『講

民
俗
学
の
課
題
』
弘
文
堂

六
『
若
狭
大
島
の
親
方
子
方
制
度
若
狭
の
民

動
向
と
問
題
点
ｌ
研
究
会

座
日
本
の
民
俗
２
』
有

精
堂

柳
田
國
男
一
九
八
四
『
族
制
語
彙
』
国
書
刊
行
会
（
一
九
四
三
初
出
）

柳
田
國
男
一
九
九
○
ａ
「
オ
ャ
と
労
働
」
「
家
閑
談
」
『
柳
田
國
男
全

集
』
一
二
巻
筑
摩
書
房
（
一
九
二
九
初
出
）

柳
田
國
男
一
九
九
○
ｂ
「
親
方
子
方
」
『
柳
田
國
男
全
集
』
一
二
巻

筑
摩
書
房
（
一
九
三
七
初
出
）

柳
田
國
男
一
九
九
○
Ｃ
「
社
会
と
子
ど
も
」
「
家
閑
談
」
同
上
（
一
九

四
一
初
出
）

柳
田
國
男
一
九
九
○
．
「
大
家
族
と
小
家
族
」
同
上
（
一
九
四
○
初

出
）

和
歌
森
太
郎
一
九
八
一
「
親
分
子
分
」
『
和
歌
森
太
郎
著
作
集
』
第
一

○
巻
弘
文
堂
（
一
九
五
一
初
出
）（

東
洋
大
学
大
学
院
民
俗
学
・
社
会
学
）

－112－




