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家

σ〉

骨平

体

ー

i
家
計
と
経
営
の
分
離
と
日
本
的
経
営
|
|

家
は
、
消
費
の
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
協
働
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
は
消
費
の
単
位
と
し
て
の
家
計
で
あ
る
と
同
時
に
協
働
体
と

し
て
の
経
営
で
あ
る
。
家
は
、
経
営
の
規
模
に
応
じ
て
、
そ
の
規
模
が
大
き
く
な
り
、
家
族
の
数
が
増
大
し
、
家
族
の
構
成
は
複
雑
に
な

る
。
家
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
親
族
の
数
が
増
大
し
て
直
系
親
族
と
傍
系
の
親
族
と
か
ら
な
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
非

親
族
・
非
血
縁
者
を
も
家
族
と
し
て
家
成
員
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
非
血
縁
者
日
非
親
族
者
を
家
の
成
員
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
、

親
族
と
同
じ
家
族
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
の
が
、
有
賀
喜
左
衛
円
で
あ
る
。

有
賀
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
消
費
単
位
H
家
計
と
協
働
体
リ
経
営
と
の
結
合
体
た
る
家
の
史
的
研
究
に
も
、
貴
重
な
業
績
を
残
し
て
い

る
が
、
協
働
体
U
経
営
の
在
り
方
な
い
し
発
展
と
家
族
の
在
り
方
の
史
的
展
開
を
論
じ
た
論
文
「
家
族
制
度
と
労
働
組
織
」
が
あ
る
。
労

働
組
織
な
る
語
は
、
こ
こ
で
用
い
て
い
る
協
働
体
と
ほ
と
ん
ど
同
義
と
解
し
て
よ
い
。
有
賀
の
こ
の
論
文
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
経
営
の

発
展
に
と
も
な
い
、
家
族
の
在
り
方
、
家
族
の
構
成
に
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
み
た
か
、
経
営
の
発
展
が
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
き
た
か
を
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

彼
は
い
う
。

「
家
族
制
度
に
関
し
て
、
古
い
こ
と
は
あ
ま
り
明
白
で
は
な
い
が
、
中
世
末
ま
た
は
近
世
の
農
村
の
大
家
族
制
度
か
ら
み

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
封
建
制
度
口
お
け
る
土
地
所
有
の
形
態
と
結
合
し
、
そ
の
耕
作
経
営
に
つ
い
て
特
殊
の
労
働
組
織
を
形
成
す
る
こ

と
に
よ
り
成
立
し
た
。
そ
こ
で
家
族
制
度
に
お
け
る
身
分
関
係
は
た
だ
ち
に
労
働
組
織
に
お
け
る
統
率
者
と
労
務
者
と
の
関
係
を
示
し



た
。
こ
の
関
係
は
オ
ヤ
・
コ
と
い
う
言
葉
で
一
示
さ
れ
、

つ
い
で
、
オ
ヤ
カ
タ
・
コ
カ
夕
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
種
々
の
言
葉
が
生
ず
る

に
い
た
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
は
大
家
族
に
含
ま
れ
る
血
族
お
よ
び
非
血
族
に
適
用
さ
れ
る
。
:
:
:
土
地
経
済
を
主
と
す
る
一
種
の
封
鎖

的
経
済
を
と
る
古
時
代
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
。
」

「
近
世
初
期
の
新
検
地
お
よ
び
貨
幣
経
済
の
発
達
が
外
部
的
誘
因
と
な
っ
て
大
家
族
は
解
体
を
は
じ
め
、
名
請
高
の
小
分
が
子
五
百
姓

独
立
の
根
拠
と
な
っ
て
、
小
家
族
制
度
が
一
般
化
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
大

J

家
族
制
は
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
両
者
は
並
存
し
、
二
種

の
労
働
組
織
が
成
立
す
る
。

一
は
子
方
百
姓
を
も
っ
地
主
家
族
の
犬
家
族
的
な
も
の
、
他
は
独
立
し
た
子
方
百
姓
の
小
家
族
制
度
を
中
心

に
結
成
さ
れ
る
も
の
、
こ
れ
は
地
主
本
家
が
新
地
主
に
か
わ
っ
て
も
大
手
作
の
廃
止
さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
存
続
し
て
明
治
三

O
年
頃
ま
で
は
一

般
的
に
見
ら
れ
た
。
地
主
大
手
作
の
廃
止
は
明
治
末
期
を
も
っ
て
一
殻
的
と
さ
れ
る
。
大
手
作
の
麗
止
は
犬
家
族
の
終
末
と
見
ら
れ
る
」

大
家
族
制
自
体
は
崩
壊
し
て
も
、
大
家
族
的
伝
統
は
濃
厚
に
残
存
し
つ
づ
け
た
。

「
生
活
一
般
の
事
象
の
中
に
お
い
て
も
、
有
力
者
に

よ
り
そ
の
生
活
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
一
種
の
親
方
子
方
と
な
る
こ
と
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。
こ
れ
は
小
農
の
成
立
し
た
事
情
か
ら
見

て
も
(
す
な
わ
ち
血
族
分
家
、
奉
公
人
分
家
、

移
住
土
着
の
親
方
取
り
等
)
、

ま
た
小
さ
い
小
農
を
は
な
は
だ
多
く
保
有
し
て
い
る
村
落

生
活
の
事
情
か
ら
見
て
も
、
大
家
族
的
伝
統
を
一
気
に
撮
り
落
し
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」

「
都
市
を
見
る
に
、
近
世
の
城
下
町
の
発
生
は
そ
の
中
心
要
素
を
な
す
も
の
が
武
士
の
離
農
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
れ
ま
で
地
方
の
豪
族

と
し
て
農
耕
生
活
を
し
て
い
た
。
こ
れ
が
犬
家
族
制
度
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
徳
川
時
代
に
残
さ
れ
た
郷
士
を
見
て
も
わ
か
る
。
彼
ら
の

都
市
生
活
は
主
従
を
一
団
と
す
る
大
家
族
的
生
活
で
あ
り
、
た
え
ず
農
村
か
ら
奉
公
人
を
補
給
し
つ
つ
彼
ら
の
家
族
制
度
を
維
持
し
た
。

農
村
犬
家
族
に
見
ら
れ
る
組
織
が
そ
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
の
間
に
も
血
族
分
家
が
あ
り
奉
公
人
分
家
が

あ
り
、
そ
れ
ら
は
家
の
子
郎
党
と
し
て
結
成
し
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
古
い
伝
統
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
」

日
本
的
経
営
論
序
説
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「
商
家
に
お
い
て
は
ど
う
か
、
在
郷
か
ら
集
合
し
て
来
た
者
の
中
に
は
小
家
族
を
擁
し
て
商
を
営
む
も
の
も
あ
っ
た
が
、
大
な
る
商
家

は
自
ら
犬
家
族
を
な
し
た
。
暖
簾
は
商
業
を
営
む
か
ぎ
り
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
有
力
な
る
商
家
の
暖
簾
を
分
つ
こ
と
が
商
家

と
し
て
の
基
礎
を
も
っ
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
有
力
な
る
商
家
に
奉
公
人
と
な
り
年
期
明
け
て
暖
簾
を
分
け
て
貰
い
商
家
を
構
え
る
こ
と
が
当

時
の
風
習
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
奉
公
人
は
主
人
家
族
に
同
居
す
る
か
ぎ
り
妻
帯
す
る
こ
と
は
割
合
に
少
な
く
、
こ
の
点
で
農
村
犬
家

族
と
異
な
る
点
は
多
少
あ
る
が
、
大
商
家
は
血
族
分
家
、
奉
公
人
分
家
を
持
つ
こ
と
は
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
大
家
族
制
度
も
し
く
は

大
家
族
的
組
織
は
明
治
以
後
も
相
当
に
存
続
し
た
し
、
こ
れ
ら
の
伝
統
を
持
つ
も
の
も
依
然
と
し
て
存
続
す
る
が
、
そ
れ
は
農
村
の
そ
れ

(
2〉

に
基
準
を
持
つ
も
の
と
言
い
得
る
。
」

有
賀
は
、
次
に
大
商
家
の
奉
公
人
が
暖
簾
分
け
し
な
い
う
ち
に
妻
を
め
と
り
、
主
家
か
ら
離
れ
た
居
住
で
別
世
帯
を
は
る
通
勤
使
用
人

の
存
在
と
し
て
わ
が
家
内
工
業
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
消
費
単
位
と
経
営
と
の
分
離
は
資
本
主
義
的
大
工
業
の
成
立
と
と

も
に
増
大
し
た
と
い
う
。

「
ー
ー
そ
れ
は
工
場
自
身
が
企
業
主
の
家
か
ら
離
れ
て
お
り
、
労
務
者
は
す
べ
て
工
場
に
通
勤
す
る
形
態
を
と

る
の
で
、
企
業
主
も
そ
の
企
業
の
た
め
に
自
己
の
家
に
労
務
者
を
包
含
し
て
大
家
族
制
度
を
持
つ
必
要
も
な
く
、
労
務
者
に
お
い
て
は
企

業
主
の
家
と
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
必
要
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
小
家
族
制
度
は
必
歪
で
あ
る
。
た
だ
工
業
と
の
み
い
わ
ず
諸
種
の
事

業
、
官
衛
、
学
校
等
に
お
い
て
こ
の
形
態
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
社
会
生
活
に
お
い
て
非
常
に
多
く
の
部
分
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
」

以
上
の
よ
う
に
、
大
家
族
制
度
の
崩
壊
・
解
体
を
描
い
て
き
た
有
賀
は
、
大
家
族
制
度
そ
の
も
の
は
家
族
制
度
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
か

わ
り
に
、
大
家
族
的
伝
統
は
一
般
社
会
生
活
の
中
に
浸
透
し
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
次
の
よ
う
に
締
め
括
っ
て
い
る
。

「
か
く

の
如
く
見
て
来
れ
ば
、
日
本
の
家
族
制
度
の
特
質
は
非
血
族
者
を
容
易
に
同
族
の
中
に
養
取
し
、
そ
れ
に
よ
り
特
殊
な
大
家
族
を
構
成
し

て
来
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
大
家
族
の
分
解
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
血
族
者
に
準
じ
て
分
家
せ
し
め
(
奉
公
人
分
家
の
風
習
)
そ
れ
を
同



族
団
体
の
中
に
入
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
欧
州
の
農
奴
と
明
ら
か
に
異
な
る
点
で
あ
り
、
そ
の
点
で
家
族
内
に
あ
る
血
族

と
非
血
族
と
の
区
別
は
、
他
の
諸
民
族
よ
り
迄
か
に
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
」
と
。

以
上
は
、
日
本
に
お
け
る
家
族
制
度
と
労
働
組
織
日
経
営
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
碩
学
の
史
的
研
究
の
精
髄
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
文
脈

に
そ
っ
て
整
理
し
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

家
は
協
働
体
日
労
働
組
織
日
経
営
の
拡
大
と
と
も
に
大
規
模
化
し
大
家
族
制
を
と
る
こ
と
、
家
族
は
血
縁
者
は
も
ち
ろ
ん
非
血
縁
者
も

そ
の
範
曙
と
な
り
う
る
こ
と
、
家
の
発
展
は
分
家
・
別
家
の
創
設
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
、
血
縁
者
は
も
ち
ろ
ん
非
血
縁
者
も
ま
た
分
家

さ
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
。
本
家
を
中
心
に
分
家
の
一
回
が
集
ま
っ
て
同
族
国
を
形
成
す
る
こ
と
。
経
営
体
の
大
規
模
化
に
と
も
な
い
、
家

族
の
一
部
は
職
場
に
通
勤
す
る
と
い
う
形
が
現
わ
れ
、
消
費
単
位
U
家
計
と
経
営
と
の
分
離
が
一
部
発
生
す
る
。
こ
の
形
態
は
資
本
制
的

大
工
業
の
展
開
に
伴
っ
て
進
展
し
、
完
成
し
、
大
家
族
制
は
消
滅
す
る
。
家
共
同
体
の
成
員
は
全
て
経
営
体
H
職
場
に
各
人
の
住
居
か
ら

通
勤
す
る
よ
う
に
な
る
。
家
計
と
経
営
の
分
離
、
住
居
と
職
場
の
分
離
が
家
U
犬
家
族
制
を
消
滅
せ
し
め
る
。
か
く
し
て
、
大
家
族
制
は

消
滅
し
た
が
大
家
族
制
的
伝
統
は
日
本
社
会
の
一
般
的
生
活
の
中
に
深
く
浸
透
し
残
存
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
、
以
上
の
有
賀
の
研
究
に
教
え
ら
れ
、
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
の
る
。
そ
し
て
、
有
賀
の
終
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
た
く
し
の

問
題
は
起
る
。

有
賀
は
、
資
本
制
的
大
工
業
の
発
展
と
と
も
に
職
場
と
住
居
の
分
離
、
家
計
と
経
営
の
分
離
、
大
家
族
制
の
解
体
i
小
家
族
制
の
確
立

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犬
家
族
制
的
伝
統
が
社
会
生
活
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
小

家
族
制
に
お
け
る
同
族
図
、
労
働
組
織
に
お
け
る
親
分
子
分
的
関
係
、
労
働
者
の
口
入
業
に
お
け
る
ヨ
リ
コ
・
ヨ
リ
オ
ヤ
関
係
、
政
治
集

団
に
お
け
る
親
分
子
分
関
係
、
家
主
と
借
家
人
の
オ
l
ヤ
と
タ
ナ
ゴ
関
係
等
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
オ
ヤ
コ
関
係
U
親
分
子
分
関
係
は

日
本
的
経
営
論
序
説
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両
親
と
子
供
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
家
に
お
け
る
命
令
服
従
関
係
を
さ
す
言
葉
と
し
て
古
く
か
ら
あ
る
語
で
あ
る
。
こ
の
親

分
子
分
・
親
方
子
方
関
係
は
、
大
家
族
制
が
崩
壊
し
た
の
ち
も
わ
が
国
の
社
会
に
浸
透
残
存
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
有
賀
は
、
別

箇
の
論
文
「
親
分
子
分
|
|
日
本
の
基
礎
的
社
会
関
係
い
は
い
」
お
よ
び
「
現
代
の
親
分
お
」
を
書
き
、
親
分
子
分
と
は
い
か
な
る
関
係

で
あ
る
か
、
そ
し
て
現
代
に
お
け
る
親
分
子
分
つ
い
て
論
じ
い
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
親
分
子
分
と
は
次
の
如
き
関
係
で
あ
る
。

「
親
分
と
子
分
と
は
一
種
の
主
従
関
係
で
あ
っ
て
、
イ
ッ
ケ
は
両
者
の
利
害

共
同
集
団
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
内
部
に
お
い
て
は
、
親
分
の
利
益
は
子
分
の
利
益
に
優
先
し
、
子
分
は
親
分
に
奉
仕
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
利
益
は
あ
る
限
度
に
お
い
て
、
親
分
に
よ
り
守
ら
れ
る
関
係
に
あ
る
。
さ
ら
に
と
れ
は
親
分
と
子
分
と
の
個

人
的
関
係
に
止
ま
ら
ず
、
親
分
の
家
族
と
子
分
の
家
族
と
が
親
分
子
分
関
係
に
組
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
こ
の
関
係
の
最
も
連
日
す
べ
き
性

質
の
一
つ
が
あ
る
。
」

そ
し
て
彼
は
、
現
代
に
お
い
て
親
分
子
分
の
典
型
的
な
も
の
は
、
テ
キ
ヤ
・
博
徒
・
暴
力
団
・
沖
仲
仕
・
鉱
山
労
働
者
・
日
一
属
労
働
者

仲
間
の
下
層
社
会
に
み
ら
れ
、
社
会
保
障
・
生
活
保
障
の
十
分
に
と
ど
か
ぬ
層
に
ゆ
き
渡
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
見
る
。
維
新
以
後
の
大

企
来
の
内
部
に
お
け
る
親
会
子
分
関
係
に
つ
い
て
は
、
初
期
に
は
そ
れ
が
大
規
模
に
成
立
し
て
い
た
が
、
一
属
傭
の
一
殻
的
増
大
は
親
分
に

対
す
る
子
分
の
全
家
族
的
奉
仕
を
次
等
に
消
滅
』
、
C

せ
、
子
分
の
全
人
的
奉
仕
に
か
ざ
る
が
、
全
人
的
奉
仕
を
軽
減
す
る
方
向
に
進
勺
か
と

把
握
し
て
い
る
。

有
賀
は
「
時
代
の
い
か
ん
を
間
わ
ず
、
有
力
者
に
無
力
な
者
が
追
賠
し
て
、
全
人
的
奉
仕
ま
た
は
全
家
族
的
奉
仕
を
行
な
う
こ
と
に
よ

り
あ
る
程
度
の
生
活
保
障
を
得
て
、
利
害
共
同
団
集
団
を
結
ぶ
こ
と
に
親
分
子
分
の
本
質
が
い
ー
し
ご
と
み
て
い
る
。
親
分
子
分
の
関
係
が

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
役
の
い
う
よ
う
に
徳
川
時
代
の
藩
も
農
家
も
商
家
も
職
人
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ



た
し
、
現
代
の
下
層
社
会
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
そ
れ
が
見
出
せ
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
近
代
化
し
た
大
企
業
に
お
い
て
も
依
然
と
し

て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
思
う
。
だ
が
、
有
賀
は
、
そ
う
み
て
い
な
い
。
彼
は
「
企
業
体
内
部
に
お
い
て

は
、
彼
等
の
子
分
を
も
っ
関
係
は
成
立
し
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
等
の
家
族
の
日
常
生
活
に
関
係
あ
る
部
分
に
限
っ
て
彼
等
の
子
分
を

も
つ
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
大
企
業
と
家
族
と
が
一
般
に
分
離
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
」
と
み
て
い
る
。

有
賀
は
、
親
分
子
分
関
係
が
現
代
に
お
い
て
も
下
層
社
会
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
と
み
る
と
同
時
に
、
近
代
的
大
企
業
に
お
い
て
は
殆

ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
み
て
い
る
。
有
賀
は
親
分
子
分
関
係
を
か
な
ら
ず
し
も
封
建
的
な
も
の
と
み
て
い
な
い
し
、
現
代
社
会
に
お

け
る
親
分
子
分
関
係
の
残
存
を
、
封
建
遺
制
と
は
み
て
い
な
い
。
だ
が
、
彼
は
親
分
子
分
閣
係
は
近
代
化
に
よ
っ
て
消
滅
す
べ
き
も
の
、

す
な
わ
ち
社
会
政
策
の
進
歩
に
よ
る
国
民
各
層
の
生
活
保
障
と
企
業
の
社
会
化
へ
の
深
ま
り
と
そ
れ
に
伴
う
雇
傭
の
増
大
に
よ
っ
て
そ
の

存
立
基
盤
を
失
な
う
も
の
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
近
代
化
は
家
計
と
経
営
を
分
離
せ
し
め
、
住
居
と
職
場
を
分
離
せ
し
め
、
家
政
の
枠
か
ら
経
営
を
解
放
し
、
経
営
は
私
的
な

も
の
か
ら
社
会
的
な
も
の
開
か
れ
た
も
の
と
な
る
。
大
家
族
制
は
分
解
し
て
、
核
家
族
ご
と
の
消
費
生
活
の
単
位
と
な
り
、
家
政
の
枠
内

に
あ
っ
た
経
営
体
で
働
い
て
い
た
家
成
員
は
、
資
本
の
所
有
者
と
資
本
の
所
有
者
に
雇
傭
せ
ら
れ
て
働
く
賃
鍛
労
働
者
と
に
分
化
す
る
。

賃
銀
労
働
者
は
資
本
家
の
経
営
体
に
雇
傭
せ
ら
れ
て
働
ら
き
、
賃
銀
を
も
ち
帰
っ
て
被
と
彼
の
妻
子
を
や
し
な
う
。
資
本
家
的
経
営
は
利

潤
追
求
を
目
的
と
し
た
合
目
的
的
な
団
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
専
門
家
集
団
と
し
て
の
管
理
者
に
よ
っ
て
運
営
せ
ら
れ
る
も
の
に
発

展
し
て
ゆ
く
。
国
家
行
政
も
ま
た
合
理
的
な
経
営
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
社
会
政
策
の
進
展
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
有
賀
は
こ
の
筋
道
を

み
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
筋
道
を
辿
れ
ば
、
親
分
子
分
関
係
は
や
が
て
消
滅
し
て
仕
舞
う
も
の
と
し
て
把
握
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
事
実
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
家
計
と
経
営
の
分
離
、
近
代
的
な
経
営
の
成
立
発
展
、
近
代
的
国
家
の
成
立
発
展
と
と
も
に
、

日
本
的
経
営
論
序
説

一
三
七



日
本
的
経
営
論
序
説

伝
統
的
支
配
の
範
曙
た
る
家
父
長
制
は
消
滅
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。

ご
ニ
八

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
国
以
外
の
唯
一
の
資
本
主
義
的
発
展
・
近
代
化
を
に
な
し
と
げ
た
日
本
に
お
い
て
、
近
代
的
大
経

営
の
中
に
封
建
社
会
と
い
わ
れ
る
社
会
に
お
け
る
経
営
休
に
お
い
て
み
ら
れ
る
諸
特
徴
を
容
易
に
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
徳
川
時
代

に
存
在
し
た
家
の
も
つ
詰
特
徴
、
あ
る
い
は
親
分
子
分
関
係
を
現
代
日
本
の
近
代
的
経
営
に
お
い
て
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
い

っ
た
い
と
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
に
資
本
の
所
有
者
が
お
り
、
資
本
主
義
的
経
堂
形
態

の
典
型
的
代
表
的
形
態
と
し
て
の
株
式
会
社
が
支
配
的
で
あ
り
、
他
方
従
業
員
は
企
業
に
雇
傭
せ
ら
れ
、
そ
こ
で
一
定
条
件
の
も
と
に
働

ら
き
賃
銀
を
え
て
い
る
。
だ
が
、
欧
米
の
経
営
と
比
較
し
て
日
本
的
経
営
と
呼
ば
れ
、
終
身
雇
傭
・
年
功
制
・
手
厚
い
福
利
厚
生
が
あ
げ

現
代
日
本
の
経
営
は
、
明
ら
か
に
資
本
制
的
経
営
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

ら
れ
て
い
る

Q

さ
ら
に
言
え
ば
、
日
本
の
従
業
員
は
自
分
の
所
有
す
る
労
働
力
を
売
り
賃
銀
を
得
る
契
約
を
会
社
と
結
ん
で
い
る
と
意
識

し
て
い
る
者
は
少
な
い
。
会
社
に
所
属
し
帰
属
し
、
会
社
に
全
人
的
に
奉
仕
を
し
、
会
社
の
繁
栄
の
為
に
一
所
懸
命
に
働
ら
き
、
会
社
の

繁
栄
に
応
じ
て
わ
が
生
活
も
そ
れ
な
り
に
保
証
せ
ら
れ
て
い
る
。
有
賀
は
、

「
時
代
の
い
か
ん
を
と
わ
ず
、
有
力
者
に
無
力
な
者
が
追
随

し
て
、
全
人
的
奉
仕
ま
た
は
全
家
族
的
奉
仕
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
あ
る
程
度
の
生
活
保
障
を
得
て
、
利
害
共
同
集
団
を
結
ぶ
こ
と
に
親

分
子
分
の
本
質
が
あ
る
」
と
み
て
い
る
が
、
こ
の
親
分
子
分
関
係
の
本
質
は
ほ
と
ん
ど
現
代
の
大
経
詰
に
お
い
て
も
看
取
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
は
な
い
か
。

わ
た
く
し
は
、
有
賀
の
い
う
親
分
子
分
の
関
係
を
も
っ
集
団
を
家
と
規
定
し
た
い
。
全
人
的
奉
仕
と
生
活
保
証
の
利
害
共
同
集
団
を
私

は
家
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
家
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
有
賀
の
も
っ
と
も
有
賀
ら
し
い
と
こ
ろ
を
と
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
役
が
家
族
を
考
え
る
と
き
、
大
家
族
を
中
心
に
考
え
、
家
族
は
経
営
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
血
縁
者
と
同
時
に
非
血
縁
者
も
家



族
と
な
り
、
家
長
の
権
威
の
前
に
は
血
縁
非
血
縁
を
と
わ
ず
絶
対
随
順
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
み
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
経
詰
体
の
側
面

を
中
心
に
家
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
家
の
概
念
を
経
営
体
を
中
心
に
と
ら
え
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
有
賀
は
、

家
を
夫
婦
中
心
の
生
活
共
同
体
と
と
ら
え
た
。
彼
の
著
作
の
う
ち
こ
の
夫
婦
が
大
き
く
顔
を
出
す
の
は
、
家
の
分
類
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ

っ
て
、
彼
の
家
論
の
中
心
は
あ
く
ま
で
経
営
体
の
側
面
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
賀
先
生
に
し
て
も
し
御
存
命
な
ら
ば
、
わ
た
く
し

が
今
こ
こ
で
樹
て
よ
う
と
し
て
い
る
家
の
概
念
に
た
い
し
て
何
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

家
に
お
け
る
命
令
服
従
閣
係
を
親
子
関
係
と
い
う
。
家
ば
そ
の
維
持
繁
栄
を
願
う
経
営
体
で
あ
る
。
家
の
成
員
た
る
家
族
は
全
力
を
つ

く
し
て
家
の
為
に
働
ら
き
、
家
は
家
族
の
生
活
保
証
を
す
る
経
首
体
で
あ
る
。
家
に
お
け
る
命
令
服
従
の
性
格
は
専
制
と
恩
情
の
二
苗
を

も
つ
。
こ
の
よ
う
な
経
営
体
の
こ
と
を
必
ら
ず
し
も
家
と
い
う
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
体
U

経
営
体
は
か
な
ら
ず
し
も
日
本
だ
け
に
み
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
家
の
概
念
・
家
族
の
概
念
に
は
ど
う
し
て
も
親

族
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
等
の
要
因
が
現
在
常
識
的
に
は
っ
き
ま
と
っ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
有
賀
で
さ
え
、
夫
婦
と
か
ら
め
て
考
え
る
こ
と

か
ら
脱
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
だ
が
、
親
子
の
概
念
と
い
い
、
家
の
概
念
と
い
い
、
そ
れ
ら
が
す
で
に
日
本
の

古
来
か
ら
の
用
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
に
も
ど
っ
て
概
念
寺
つ
け
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
な
考
え
方
で
は
あ
る
ま
い
。

(
1
)

有
賀
『
著
作
集
・
第
九
巻
』
、
一

0
0
l
一
O
一一員。

(

2

)

有
賀
『
前
掲
書
』
、
一

O
一一
1
1

一
O
一一一一員。

ハ3
)

有
賀
『
前
掲
書
』
一

O
五
頁
@

ハ4
)

有
賀
『
親
分
子
分
』
(
者
村
忍
編
『
日
本
の
民
族
1

文
化
句
、
昭
和
一
一
一
四
年
講
談
社
@
有
賀
『
著
作
集
・
第
九
巻
』
未
来
往
所
収
。

(

5

)

有
賀
「
現
代
の
親
分
子
分
」
筑
摩
書
一
房
版
、
ハ
『
現
代
倫
理
』
、
第
六
巻
昭
和
三
三
年
、
有
賀
『
著
作
集
』
・
第
九
巻
未
来
社
所
収
。

(

6

)

有
賀
『
前
掲
書
』
、
三
三
七
頁
。

日
本
的
経
営
論
序
説

一
三
九



日
本
的
経
営
論
序
説

一
四

O

(

7

)

有
賀
『
前
掲
書
』
、
三
二
三
頁
。

ハ
8
)
有
賀
『
前
掲
書
』
三
四
二
員
。

オ
ヤ
と
コ
に
つ
い
て
は
、
柳
田
園
田
刀
の
研
究
が
あ
る
。
彼
は
、

で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
@

「
差
当
り
自
分
の
仮
定
し
て
置
く
の
は
、
オ
ヤ
コ
は
縦
の
関
係
す
な
わ
ち
族
長
波
人
の
間
柄
、
イ
ト
コ
は
横
の
関
係
す
な
わ
ち
族
人
ど
う
し
の
縁

故
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
、
今
の
標
準
語
の
オ
ヤ
コ
・
イ
ト
コ
も
同
じ
で
は
無
か
っ
た
ら
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
@
そ
れ
を
証
明
す
る
に
は
、

イ
ト
と
い
う
古
語
の
、
最
初
の
心
持
安
尋
ね
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
信
頼
し
て
よ
い
解
説
は
ま
だ
出
て
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
ィ
ト

コ
が
従
兄
弟
姉
妹
に
限
ら
れ
て
い
く
傾
向
を
も
っ
た
よ
う
に
、
オ
ヤ
コ
も
ま
た
次
第
に
父
母
と
そ
の
子
女
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
事
実

で
、
記
伝
に
散
見
す
る
実
例
を
見
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
が
、
元
は
、
目
疋
も
ま
た
可
な
り
広
汎
に
、
族
内
の
長
幼
尊
阜
の
階
段
に
適
用
せ
ら
れ
て
居
た
名

称
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
己

「
コ
と
い
う
日
本
語
が
、
殆
ん
ど
ん
7

日
の
個
人
と
い
う
語
と
同
じ
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
授
せ
ば
幾
ら
で
も
例
証
を
あ
げ
ら
れ
る
。
海
に
働
く

と
き
は
カ
コ
と
い
ひ
フ
ナ
コ
と
い
い
ア
ゴ
と
謂
ひ
、
山
野
に
お
い
て
は
セ
コ
・
ア
ラ
シ
コ
、
其
他
タ
ゴ
と
い
ひ
マ
ゴ
(
馬
子
〉
と
い
い
、
隊
伍
に
在

つ
て
は
ヨ
リ
コ
と
い
い
、
町
の
居
住
に
は
タ
ナ
ゴ
と
い
う
類
は
、
引
続
い
て
現
代
に
も
及
ん
で
い
る
と
い
う
。
語
版
は
仮
に
小
ま
た
は
児
と
一
つ
で

あ
る
に
し
て
も
、
之
を
労
働
組
織
の
一
単
位
の
名
と
し
た
の
は
、
決
し
て
そ
れ
等
の
語
の
転
用
だ
と
は
言
は
れ
な
い
己

「
オ
ヤ
を
生
み
の
親
に
限
る
や
う
に
な
っ
た
の
も
、
勿
論
決
し
て
新
し
い
時
代
の
こ
と
で
は
無
い
@
古
い
文
献
の
中
に
は
祖
の
字
を
オ
ヤ
と
訓
ま

せ
、
し
か
も
母
親
ば
か
り
を
指
し
て
い
た
例
も
あ
る
@
し
か
し
固
定
を
以
て
母
系
制
の
名
残
で
も
あ
る
か
の
如
く
い
う
の
は
粗
相
な
話
で
、
そ
れ
よ
り

も
前
に
寸
ヤ
が
果
し
て
始
め
か
ら
、
ム
7

の
英
語
の
宮
一
円
。
呉
の
意
味
だ
け
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
@
オ
ヤ
は
通
例
は
男
親
の
こ
と
で
あ

り
、
オ
ヤ
オ
ヤ
と
い
う
と
き
は
却
ち
親
代
々
、
家
の
祖
先
の
総
体
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
父
で
あ
る
放
を
以
て
家
長
と
な
り
、
又
指
揮
者
の
地

位
を
高
め
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
始
め
て
父
を
オ
ヤ
ジ
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ち
ゃ
う
ど
神
祭
や
神
然
の
ご
と
く
、
血
縁
あ
る
年
長
女

性
を
中
心
と
す
る
作
業
に
お
い
て
、
母
の
み
を
オ
ヤ
と
呼
ん
だ
の
と
同
じ
で
は
な
か
っ
た
か
。
斯
う
い
う
こ
と
も
是
非
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

「
日
本
人
の
如
く
、
人
を
や
た
ら
に
オ
ヤ
に
す
る
慣
習
を
も
っ
て
い
た
民
族
も
稀
で
あ
る
。
立
派
に
生
の
二
親
を
裁
き
な
が
ら
、
男
に
は
名
付
親

・
烏
帽
子
親
、
女
に
は
鎮
援
親
な
ど
名
づ
け
て
、
努
め
て
有
力
者
を
授
し
て
其
子
方
に
な
、
り
う
と
し
た
@
」

「
オ
ヤ
と
労
働
」

(
柳
田
国
男
『
定
本
著
作
集
・
第
二
四
巻
』
筑
摘
書
房
〉
の
中



「
兎
に
角
に
オ
ヤ
が
元
決
し
て
父
母
に
限
っ
た
語
で
無
か
っ
た
こ
と
は
、
現
在
の
オ
ヤ
カ
タ
と
い
う
語
の
用
語
を
尋
ね
て
見
て
も
わ
か
る
よ

「
つ
ま
り
は
現
在
の
所
謂
家
庭
を
単
位
と
せ
ぬ
一
切
の
作
業
団
に
は
、
か
な
ら
ず
オ
ヤ
カ
タ
を
以
て
目
す
べ
き
特
定
の
中
心
を
要
し
た
の
で
、
目
疋

が
又
今
日
甚
し
く
不
精
確
に
、
旧
式
の
雇
傭
関
係
を
家
族
主
義
な
ど
と
呼
ば
う
と
す
る
無
意
識
の
理
由
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
柳
田
国
男
が
現
存
し
て
お
ら
れ
た
ら
、
た
と
え
ば
間
宏
教
授
の
「
経
営
家
族
主
義
」
に
ー
た
い
し
て
何
と
言
わ
れ
る

で
あ
ら
、
7
か。

「
オ
ヤ
デ
又
は
オ
ヤ
カ
タ
の
経
済
上
の
意
識
は
、
到
底
現
今
の
標
準
語
だ
け
で
は
之
を
提
へ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
@
我
々
に
は
生
み
の
親
以
外
、
一

人
の
長
男
を
親
と
頼
ん
で
、
其
の
統
制
指
導
に
服
し
た
非
常
に
久
し
い
経
験
を
加
え
て
い
る

Q

そ
の
風
は
更
に
最
新
式
の
政
党
組
織
の
中
に
さ
え
及

ん
で
居
る
と
同
時
に
、
他
に
一
方
に
お
い
て
兄
を
オ
ヤ
カ
タ
と
し
て
、
家
の
力
を
こ
れ
に
集
中
せ
ん
と
す
る
、
所
謂
長
子
家
督
の
制
度
を
発
達
さ
せ

た
@
し
か
も
最
初
か
ら
動
産
私
有
の
観
念
を
そ
の
制
度
の
外
に
お
い
た
故
に
、
金
銭
経
済
の
空
前
の
展
開
と
と
も
に
、
崩
壊
は
内
か
ら
起
っ
て
、
農

家
は
孤
立
す
る
小
農
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
@
」

ま
た
、
「
親
方
子
方
」
(
柳
田
国
男
『
定
本
・
第
十
六
巻
』
筑
摘
書
房
一
)
に
は
、
ウ
ミ
の
オ
ヤ
以
外
の
ナ
リ
オ
ヤ

U
ナ
リ
コ
で
現
在
知
ら
れ
て
い

る
日
本
各
地
の
二
九
種
の
も
の
を
列
挙
し
て
説
明
を
し
て
い
る
。

い
さ
さ
か
長
い
引
用
を
し
た
。
オ
ヤ
コ
の
概
念
は
、
わ
た
く
し
の
家
論
に
と
っ
て
大
き
な
位
置
を
し
め
て
い
る
@
わ
た
し
の
立
論
を
支
え
て
く
れ

る
、
一
つ
の
柱
と
し
て
柳
田
国
男
の
研
究
を
援
用
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
現
れ
で
あ
る
。

(

9

)

わ
た
く
し
は
、
本
論
で
経
営
と
い
う
語
句
を
特
に
概
念
規
定
す
る
こ
と
な
く
使
用
し
て
い
る
が
、
大
塚
久
雄
教
授
が
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ

i
の

諸
著
作
の
中
か
に
整
理
展
開
せ
ら
れ
た
貴
重
な
論
文
「

A
回

2
ユ
与
V
と
経
済
的
合
理
主
義
」
(
大
塚
久
雄
編
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
l
研
究
|
|

生
誕
百
年
見
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
|
|
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
)
に
、
ほ
と
ん
ど
拠
っ
て
い
る
と
し
て
い
い
@

「
つ
ま
り
歴
史
的
に
見
ま
す
と
、
近
代
以
前
の
時
代
に
は
経
営
(
切
O
H
円
山
岳
〉
と
家
政
(
国
田
口
田
町
田
目
。
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
は
あ
れ
、
未
分

化
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
近
代
化
に
お
い
て
は
両
者
が
完
全
に
分
離
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
経
営
と
家
政
の
完
全
な
分
離
と
い
う
事
実
が
経
済
的
合

理
主
義
の
出
現
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
」

「
A
ペ
ト
リ

l
プ

V
と
い
う
概
念
は
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
社
会
学
理
論
の
な
か
で
き
わ
め
て
重
要
な
、
あ
る
意
味
で
は
隅
の
首
石
と
も
い
う
べ
き
地

位
を
し
め
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
か
、
彼
は
こ
の
ベ
ト
リ

i
プ
に
つ
い
て
、
必
ら
ず
し
も
体
系
的
に
一
貫
し
た
そ

の
意
味
で
親
切
な
説
明
を
し
て
い
な
い
。
」

日
本
的
経
営
論
序
説

四



日
本
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経
営
論
序
説

四

「(
1

)

}

定
の
種
類
の
持
続
的
な
有
目
的
行
為
」

「(
2

)

図
。

E
$
2
2
E口
弘
(
ベ
ト
リ
ー
ブ
ス
フ
ェ
ア
パ
ン
ト
)
、
つ
ま
り
経
営
体
ま
た
は
経
営
団
体
、
持
続
的
に
有
目
的
行
為
を
行
な
う
よ
う

な
管
理
ス
タ
ッ
フ
(
〈
2
4『
包
吉
岡
田
凹

S
S
を
そ
な
え
て
い
る
、
そ
う
し
た
団
体
」

「
(
3
〉
経
営
体
は
、
独
自
な
規
律
(
旦
由
回
目
立
山
口
)
の
う
え
に
う
ち
た
て
ら
れ
て
い
る
組
織

(
O門
岡
田
口
町
田
江
D
D
〉」

「(
4

)

経
営
は
、
特
定
の
労
働
制
度
相
互
の
、
お
よ
び
そ
う
し
た
労
働
行
為
と
物
的
な
生
産
手
的
と
の
、
持
続
的
会
結
合
の
仕
方
を
表
示
す
る

よ
う
な
、
そ
う
い
う
技
術
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
」
家
政
共
同
体
は
、
消
費
の
た
め
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
技
術
的
に
持
続

的
な
性
格
を
も
っ
て
い
な
い
。

「(
5

)

経
済
行
為
の
志
向
す
る
あ
り
方
が
、
欲
求
充
足
行
為
を
表
示
す
る
も
の
か
家
政
で
あ
り
、
営
利
(
同
司
君

2
3
を
表
示
す
る
も
の
が
企

業
、
家
政
に
対
し
、
経
営
も
企
業
も
対
立
し
た
理
念
で
あ
る
が
、
別
の
観
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
」

と
こ
ろ
で
、
大
塚
教
授
は
、
ウ
ェ

l
パ
l
の
理
論
で
も
っ
て
、
日
本
的
経
営
の
問
題
も
基
本
的
に
解
明
可
能
と
思
考
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
@
大
塚
久
雄
・
川
島
武
宜
・
土
居
健
郎
『
〈
甘
え
〉
と
社
会
科
学
』
(
弘
文
堂
、
昭
和
五
一
年
〉
で
と
く
に
そ
れ
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
@
「
パ

ト
ク
モ
ニ
ア
リ
ス
ム
ス
」
(
司
え
門
戸
自
己
巳
由
民
田

5
5〉
、
「
ピ
ェ
テ

l
ト
」
(
目
立
と
)
が
そ
の
鍵
概
念
と
さ
れ
て
い
る
。
「
親
子
・
兄
弟
姉
妹
の
関
係
を

中
心
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
八
家
共
同
態

V
は
、
純
粋
な
姿
で
は
経
済
の
面
で
も
人
聞
の
面
で
も
内
と
外
と
か
区
別
さ
れ
て
お
り
、
外
に
向
つ
て
は

八
連
帯
関
係

vgo--皆
号
目
。
、
内
に
向
つ
て
は
日
常
的
な
生
活
手
的
に
関
す
る
共
産
主
義
的
な
消
費
共
同
体
、
つ
ま
り
家
共
産
主
義
、
そ
う
い

う
永
続
的
運
命
的
な
一
体
性
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
か
、
そ
う
い
う
中
で
八
ピ
ェ
テ

l
ト

V
が
、
そ
し
て
始
め
か
ら
そ
の
成
員
間
に
み

ら
れ
る
強
と
弱
、
保
護
と
被
保
護
の
関
係
に
む
す
び
つ
い
て
、
そ
の
ピ
ェ
テ

I
ト
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
八
権
威
〉
(
支
配
)
が
生
れ
て
く
る
。
」

こ
れ
は
こ
れ
で
理
解
で
き
る
。
こ
の
理
論
で
日
本
の
家
を
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
@
だ
が
、
家
共
同
体
が
解
体
し
去
っ
た
現
在
、
な
お
家

共
同
体
が
も
っ
て
い
た
と
極
め
て
よ
く
似
た
経
営
体
の
諸
現
象
を
呈
し
て
い
る
日
本
の
近
代
的
経
営
体
を
大
塚
教
授
は
積
極
的
に
は
問
題
と
し
て
お

ら
れ
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
つ
か
、
も
っ
と
精
し
く
考
え
て
み
た
い
@

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
大
塚
教
授
の
家
共
態
は
、
喜
多
野
精
一
教
授
の
家
理
論
に
き
わ
め
て
近
い
@
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
喜
多
野
教
授
に
た

い
し
て
の
さ
き
の
批
判
は
、
大
塚
教
授
に
も
あ
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
@
す
な
わ
ち
、
家
父
長
支
配
の
支
配
性
格
。
そ
し
て
ま
た
、
親
族
中
心
に
考

え
る
大
塚
理
論
の
妥
当
性
な
ど
。

ハ
叩
)
何
本
幸
雄
教
授
は
「
イ
エ
制
度
と
日
本
の
近
代
化
」

(
宮
本
又
治
一
編
『
江
戸
時
代
の
企
業
者
活
動
』
日
本
経
済
新
聞
、
昭
和
五
一
年
〉
に
お
い



て
、
ィ
エ
の
本
質
を
家
督
と
同
族
国
の
結
合
の
う
ち
に
求
め
、
な
お
江
戸
時
代
の
了
稚
制
度
の
理
念
と
現
実
が
明
治
以
降
現
代
に
及
ぶ
雇
傭
・
労
働

関
係
に
い
か
に
影
響
を
あ
た
え
て
き
た
か
の
系
譜
性
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
@

.晶画
J、
結

言

日
本
的
経
営
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
何
等
か
の
形
で
家
に
触
れ
ず
に
済
ま
す
乙
と
は
で
き
な
い
。
日
本
的
経
営
に
関
す
る
代
表
的
論
者

で
あ
る
間
宏
・
津
田
真
激
は
、
い
ず
れ
も
戦
前
の
日
本
的
経
営
を
家
の
論
理
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
、
敗
戦
に
よ
る
民

主
化
の
措
置
に
よ
っ
て
家
は
解
体
し
、
戦
後
の
日
本
的
経
営
は
戦
前
の
そ
れ
と
両
様
の
諸
特
徴
を
示
し
な
が
ら
も
別
個
の
性
格
の
も
の
で

あ
る
経
営
福
祉
主
義
、
あ
る
い
は
生
活
共
同
体
と
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

わ
た
く
し
は
、
こ
れ
に
対
し
て
問
題
を
提
出
し
た
。
日
本
の
経
営
に
お
い
て
、
戦
前
と
戦
後
と
に
同
じ
よ
う
な
特
徴
が
看
取
さ
れ
、
そ

れ
を
日
本
的
経
営
と
規
定
す
る
の
な
ら
、
そ
し
て
戦
前
の
日
本
的
経
営
が
家
の
論
理
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
す
る
の
な
ら
、
戦
後
の
宮
本

的
経
営
も
依
然
と
し
て
家
の
論
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
た
い
し
て
、
ま
ず
民
法
学
者
川
島
武
宣
の
戦
前
の
家
な
い
し
家
族
理
論
と
新
憲
法
・
新
民
法
に
よ
る
家
の
麗
止
・
解
体
を

み
た
。
法
的
・
制
度
的
レ
ベ
ル
で
家
を
把
握
す
る
か
ぎ
り
、
戦
前
と
戦
後
の
連
続
を
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
家
は
廃
止
せ
ら
れ
、
解

体
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

問
題
を
更
に
追
う
。
家
な
い
し
家
族
を
研
究
の
主
要
な
対
象
と
し
た
社
会
学
者
の
代
表
的
な
業
績
か
ら
出
直
し
、
家
と
は
何
か
。
家
族

と
は
何
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
す
る
。
有
賀
喜
左
衛
門
、
喜
多
野
精
て
中
野
卓
等
の
諸
業
績
に
学
び
、
検
討
し
た
結
果
、
お
お
む
ね

次
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
。

日
本
的
経
営
論
序
説

四



日
本
的
経
営
論
序
説

一
周
囲

1 

日
本
の
家
は
、
ウ
ェ

l
パ

l
の
い
う
家
父
長
制
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

2 

家
は
、
消
費
の
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
協
働
体
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
消
費
の
単
位
に
お
け
る
家
計
と
協
働
体
に
お
け
る
経
営
と

の
結
合
で
あ
り
、
家
政
と
し
て
維
持
さ
れ
る
。

3 

家
の
成
員
は
、
家
族
と
非
家
族
と
か
ら
な
る
。
家
族
は
家
の
支
配
者
た
る
べ
き
統
で
あ
る
嫡
系
家
族
と
そ
れ
に
帰
属
す
る
傍
系
家

族
と
に
わ
か
ち
う
る
。
傍
系
家
族
は
、
嫡
系
家
族
の
親
族
と
非
親
族
と
か
ら
な
る
。

家
の
発
展
は
、
傍
系
家
族
を
し
て
分
家
・
別
家
と
し
て
起
さ
せ
る
。
新
し
い
家
の
条
件
は
、
親
族
・
非
親
族
に
よ
っ
て
差
等
が
あ

る
。
非
家
族
家
成
員
に
は
そ
の
機
会
は
与
え
ら
れ
な
い
。

4 5 

分
家
・
別
家
は
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
本
家
を
中
心
と
し
て
同
族
団
を
形
成
す
る
。

本
家
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

が
、
有
力
家
を
頼
っ
て
同
族
国
の
一
員
と
な
り
頼
み
本
家
と
す
ろ
家
も
あ
る
。

6 

家
に
お
け
る
支
配
・
服
従
関
係
を
親
子
関
係
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
親
族
・
非
親
族
を
と
わ
ず
単
一
の
家
内
部
に
お
け
る
支
配
服

従
関
係
は
親
子
関
係
で
あ
る
が
、
同
族
団
内
部
の
本
家
と
分
家
別
家
の
関
係
も
ま
た
親
子
関
係
で
あ
る
。

7 

消
費
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
協
働
体
で
あ
る
家
は
、
近
代
化
な
い
し
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
解
体
し
消
滅
す
る
。
協
働
体
U

経
営
体
は
家
政
の
枠
か
ら
離
れ
企
業
と
な
っ
て
活
動
し
、
消
費
単
位
と
協
働
体
は
分
離
し
、
家
計
と
経
営
は
分
離
し
、
住
居
と
職
場
は

分
離
す
る
。

8 

家
は
解
体
し
、
家
に
お
け
る
家
族
は
分
解
し
て
、
単
な
る
消
費
単
位
と
し
て
の
核
家
族
と
な
る
。

以
上
は
こ
れ
ま
で
の
業
績
よ
り
学
び
整
理
し
た
家
な
い
し
家
族
に
関
す
る
わ
た
く
し
な
り
の
把
握
の
あ
ら
ま
し
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
異

論
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
従
来
の
家
論
は
こ
の
論
議
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
新
し
て
局
面



に
入
る
。

現
代
日
本
の
企
業
は
、
ま
さ
に
世
界
で
も
最
先
端
を
ゆ
く
近
代
的
な
経
営
体
で
あ
り
、
資
本
の
論
理
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
同
時
に
、
日
本
の
経
営
体
は
純
粋
に
資
本
の
論
理
に
よ
っ
て
の
み
動
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
く
、
欧
米
と
は
か
な
り
違
っ
た

様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
総
体
を
日
本
的
経
営
と
い
う
。
四
本
の
労
働
者
は
自
立
的
な
存
在
と
し
て
純
粋
な
契
約
関
係
の
も
と
に
企
業

と
労
働
力
の
売
買
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
企
業
に
所
属
し
、
経
営
体
の
一
員
と
し
て
、
経
営
体
の
た
め
に
全
力
で
も
っ

て
奉
仕
し
、
経
営
体
の
繁
栄
に
わ
が
身
を
委
ね
、
保
障
を
う
る
。
経
営
体
の
運
命
に
わ
が
身
を
托
し
て
生
き
る
。
ま
さ
に
家
族
的
従
業
員

が
お
り
、
こ
れ
と
違
っ
て
、
経
営
体
の
運
命
と
無
関
係
な
パ

1
ト
・
臨
時
工
・
社
外
工
の
如
き
非
家
族
的
な
参
加
者
が
い
る
。
家
族
的
従

業
員
の
み
は
、
家
族
に
適
わ
し
く
終
身
雇
傭
と
年
功
制
、
手
厚
い
福
利
厚
生
の
恩
恵
に
浴
す
る
。
経
営
体
の
内
部
に
お
け
る
命
令
服
従
の

関
係
は
契
約
に
も
と

e

つ
い
た
範
囲
を
逸
脱
し
、
専
制
的
な
側
酉
と
恩
情
的
側
面
の
両
者
を
も
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
親
子
関
係
で
あ
る
。
人
王

人
的
帰
属
・
奉
仕
と
生
活
保
障
の
利
益
共
同
体
た
る
の
実
を
も
っ
て
い
る
現
代
日
本
の
経
営
体
は
家
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

で
は
、
現
代
日
本
の
近
代
的
経
営
を
家
と
い
い
、
ま
た
同
時
に
徳
川
時
代
に
支
配
的
存
在
で
あ
り
、
そ
の
典
型
的
形
態
を
見
出
す
こ
と

の
で
き
る
家
、
す
な
わ
ち
消
費
的
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
協
働
体
U
経
営
体
た
る
ウ
ェ

l
パ

l
の
い
う
伝
統
的
支
配
の
類
型
た
る
家
父
長

制
の
日
本
的
形
態
で
あ
る
家
と
の
矛
膚
を
い
か
に
解
く
か
。

家
父
長
制
と
し
て
の
家
は
、
経
営
が
家
計
と
分
離
に
よ
り
解
体
・
消
滅
す
る
。
西
欧
に
そ
の
典
型
的
プ
ロ
セ
ス
を
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
し
、
日
本
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
家
は
近
代
化
・
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
解
体
・
消
滅
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
い
て

は
、
経
営
が
家
計
と
合
体
し
た
家
政
の
枠
内
で
な
さ
れ
て
い
た
経
営
の
在
り
ょ
う
、
す
な
わ
ち
経
営
参
加
者
の
親
子
関
係
的
な
命
令
服
従

関
係
の
在
り
方
が
、
家
計
と
経
営
が
分
離
し
、
家
政
の
枠
を
脱
し
て
自
立
化
し
た
な
経
営
体
に
お
い
て
依
然
と
し
て
継
続
的
に
見
ら
れ
る

日
本
的
経
営
論
序
説

一
四
五



日
本
的
経
蛍
論
序
説

四
六

の
で
あ
る
。
封
建
的
体
制
と
い
わ
れ
る
徳
川
時
代
、
封
建
的
遺
制
を
強
く
残
し
た
資
本
制
的
体
制
た
る
明
治
以
降
、
そ
し
て
敗
戦
後
の
民

主
化
に
よ
る
封
建
的
要
因
を
決
定
的
に
と
り
除
き
世
界
的
に
も
近
代
化
の
最
先
端
を
歩
み
は
じ
み
た
現
在
、

一
貫
し
て
問
一
の
経
営
の
在

り
方
、
す
な
わ
ち
全
人
的
帰
属
と
奉
公
(
一
所
懸
命
に
働
ら
く
こ
と
〉
、

生
活
保
障
の
利
益
共
同
体
た
る
の
実
を
み
る
の
で
あ
る
。

す
た

わ
ち
、
命
令
服
従
関
係
が
親
子
関
係
た
る
の
性
格
を
も
っ
利
益
共
同
体
を
家
と
把
握
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

家
な
い
し
家
族
を
夫
婦
・
親
子
・
兄
弟
の
小
家
族
に
そ
の
本
質
を
見
出
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
、
あ
る
い
は
家
を
す
ぐ
れ
て
協
働
体
H

経
営
体
と
把
握
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
宏
、
夫
婦
を
基
礎
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
か
ら
は
1

真
向
か
ら
反
対
さ
れ
る
か
も
し

れ
ぬ

Q

し
か
し
、
す
で
に
親
子
関
係
な
る
も
の
が
、
日
本
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
単
に
生
み
の
親
子
を
の
み
指
す
言
葉
で
は
な
く
、
夫
婦
-

と
そ
の
子
供
と
の
関
係
を
わ
ざ
わ
ざ
「
生
み
の
」
と
特
殊
化
し
限
定
し
た
言
い
方
を
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
せ
ば
、
血
縁
非
血
縁
を
と

わ
ず
親
子
関
係
に
あ
る
運
命
共
同
体
的
集
団
を
家
と
い
う
こ
と
は
ご
く
自
然
で
あ
り
、
一
そ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
家

は
、
何
よ
り
も
ま
ず
経
営
体
で
あ
り
、
そ
の
内
部
の
命
令
服
従
関
係
が
親
子
関
係
た
る
の
性
格
を
も
っ
経
営
体
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
話
が
進
ん
で
く
れ
ば
、
最
初
に
提
出
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
戦
前
と
戦
後
の
日
本
の
経
営
に
お
け
る
非
連
続
と
連
続
の
問
題

を
い
か
に
把
握
し
た
ら
よ
い
か
の
一
応
の
解
答
は
え
ら
れ
た
と
思
う
。
な
お
、
家
な
い
し
家
族
の
概
念
で
は
と
も
か
く
現
在
の
経
蛍
を
家

と
把
撮
す
る
に
は
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
な
ぜ
日
本
じ
お
い
て
は
家
の
論
理
が
家
父
長
制
の
解
体
消

減
に
も
か
か
わ
ら
ず
残
存
し
作
用
す
る
の
か
、
家
の
論
理
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
は
何
か
の
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
次
元

(
1》

を
異
に
す
る
問
題
で
あ
る
。

ハ
1
)

拙
稿
「
日
本
的
経
営
と
家
」

挙
し
て
い
る
。

問
『
組
織
科
学
』
一
九
八
三
年
春
季
号
〉
は
、
家
の
諸
特
徴
と
日
本
的
経
営
の
諸
特
徴
を
、
本
稿
よ
り
も
精
し
く
列




