
一
は
じ
め
に

家
族
を
形
成
す
る
「
入
り
口
」
と
し
て
、
結
婚
の
あ
り
方
は
、
家

族
史
研
究
の
中
で
も
特
に
重
要
な
側
面
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
現

代
社
会
で
は
、
結
婚
の
プ
ロ
セ
ス
に
最
も
重
要
な
関
わ
り
を
持
つ
の

は
、
結
婚
す
る
当
の
男
女
で
あ
り
、
そ
の
幸
福
が
主
と
し
て
追
求
さ

れ
る
べ
き
だ
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
過
去
の
社
会
に
お
い

て
は
、
結
婚
は
社
会
秩
序
の
根
幹
を
成
し
、
ま
た
、
金
銭
や
財
産
の

譲
渡
を
伴
う
と
い
う
社
会
的
・
経
済
的
意
味
の
重
大
さ
か
ら
、
当
事

者
男
女
で
は
な
く
、
家
族
や
親
族
、
共
同
体
社
会
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

を
と
り
、
家
族
や
社
会
レ
ベ
ル
の
利
益
が
結
婚
を
左
右
す
る
度
合
い

が
増
す
。
今
日
の
感
覚
で
は
欲
得
ず
く
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
過
去

の
結
婚
の
あ
り
方
も
、
資
金
調
達
の
メ
カ
’
一
ズ
ム
が
不
十
分
な
時
代

に
は
、
切
実
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

中
世
後
期
の
イ
タ
リ
ア
で
は
、
妻
を
要
る
男
は
金
を
欲
す
と
言
わ

れ
た
よ
う
に
、
妻
の
持
参
金
を
期
待
す
る
の
は
当
然
と
さ
れ
た
。
し

〔
論
説
〕中

世
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
結
婚
と
女
性

１
口
．
国
の
忌
亘
の
研
究
に
寄
せ
て
Ｉ

二
結
婚
条
件
の
悪
化

国
の
藍
耳
は
、
結
婚
時
の
経
済
的
譲
渡
の
流
れ
る
方
向
と
、
結

婚
年
齢
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
着
目
し
て
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け

て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
結
婚
パ
タ
ー
ン
の
変
化
を
次
の
よ
う
に
示
し

た
。

①
古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
お
け
る
持
参
金
の
女
性
側
家
族
の
負
担

か
し
、
こ
の
持
参
金
へ
の
期
待
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
統
的
・
普
遍

的
な
態
度
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
顕
著

と
な
っ
た
歴
史
的
現
象
で
あ
っ
た
。
結
婚
に
伴
う
経
済
的
譲
渡
（
金

や
財
産
の
流
れ
）
の
意
味
や
そ
の
方
向
は
、
時
代
に
よ
り
変
化
を
示

し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
女
性
側
の
結
婚
条
件

の
悪
化
に
関
し
て
、
「
結
婚
市
場
」
の
視
点
か
ら
注
目
し
た

ロ
・
函
の
島
ど
の
研
究
を
紹
介
し
つ
つ
、
結
婚
と
女
性
の
地
位
と
の

関
連
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。

末
広
菜
穂
子
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と
、
男
性
晩
婚
・
女
性
早
婚
。

②
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
期
に
お
け
る
女
性
側
へ
の
結
婚
時
の

贈
与
の
男
性
側
負
担
と
、
男
女
の
結
婚
年
齢
差
の
縮
小
。

⑧
中
世
中
期
か
ら
の
女
性
側
の
持
参
金
負
担
の
増
大
と
、
男
性

晩
婚
・
女
性
早
婚
。

す
な
わ
ち
、
中
世
初
期
に
は
、
お
そ
ら
く
は
ゲ
ル
マ
ン
的
な
結
婚
パ

タ
ー
ン
の
影
響
の
も
と
に
、
夫
婦
同
年
齢
、
男
性
側
の
経
済
的
負
担

と
い
う
傾
向
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
現
す
る
も
の
の
、
や
が
て
古
代
ロ

（
寸
上
）

－
マ
の
結
婚
パ
タ
ー
ン
へ
逆
戻
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
時
代
が
さ
か
の
ぼ
る
に
つ
れ
て
、
利
用
で
き
る
史
料

は
稀
少
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
多
く
が
一
部
の
階
層
や
地
域
に
の
ゑ

関
わ
る
片
寄
り
が
ち
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
化

は
慎
重
を
要
す
る
。
中
世
初
期
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
特
に
断
片
的

で
あ
る
が
、
九
世
紀
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
大
修
道
院

と
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
教
会
の
両
土
地
調
査

に
関
す
る
函
①
監
亘
の
分
析
は
、
当
時
の
農
民
層
の
結
婚
年
齢
を

知
る
貴
重
な
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
、
男
女
の
結
婚
年
齢

（
の
＆
）

差
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
西
ゴ

ー
ト
法
は
、
成
熟
年
齢
四
の
国
ｍ
罵
吋
庁
Ｃ
ｓ
を
男
女
と
も
二
十
歳
と

し
、
八
世
紀
の
甸
曇
匡
の
の
宗
教
会
議
で
は
夫
婦
の
同
年
齢
が
躯
わ

（
Ｑ
⑫
）

れ
る
な
ど
、
法
的
な
裏
付
け
も
幾
つ
か
確
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
明
快
に
と
は
言
い
が
た
い
も
の
の
、
利

用
で
き
る
史
料
は
、
中
世
初
期
の
結
婚
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
の

西
の
監
耳
の
主
張
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
中
世
中
期
か
ら
の
結
婚
条
件
の
変
化
は
、
特
に
イ
タ
リ
ア
に

お
い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
十
二
世
紀
初
め
に
、
久
し
く
見
ら
れ

な
か
っ
た
、
妻
の
持
参
金
と
い
う
本
来
の
意
味
で
の
９
ｍ
と
い
う
言

葉
が
、
文
書
中
に
現
わ
れ
始
め
、
同
世
紀
半
ば
頃
の
結
婚
契
約
書
に

は
、
妻
の
持
参
金
額
を
増
や
し
、
結
婚
時
の
負
担
の
均
等
化
を
図
る

様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
平
等
主
義
は
長

続
き
せ
ず
、
夫
か
ら
妻
へ
の
贈
り
物
の
額
に
対
し
法
的
に
制
限
を
加

（
４
紐
）

え
る
動
き
が
強
ま
り
、
逆
に
、
妻
の
持
参
金
は
上
昇
を
続
け
る
。
結

婚
に
伴
う
経
済
的
譲
渡
の
流
れ
は
、
こ
こ
で
そ
の
方
向
を
変
え
、
女

性
側
に
負
担
の
大
部
分
を
課
す
こ
と
と
な
っ
た
。
持
参
金
額
の
高
騰

に
つ
れ
、
娘
の
結
婚
を
整
え
る
こ
と
は
、
家
族
に
と
っ
て
非
常
な
重

荷
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
娘
を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な

い
落
塊
し
た
貴
族
な
ど
を
助
け
る
た
め
に
、
持
参
金
の
た
め
の
寄
付

を
募
る
慈
善
組
織
が
各
都
市
に
設
立
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

時
を
同
じ
く
し
て
、
女
性
の
早
婚
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
十
代
半
ば

の
結
婚
が
普
通
と
な
り
、
一
三
七
二
年
の
プ
ラ
ー
ト
卑
四
８
の
女

性
初
婚
推
定
年
齢
が
十
六
・
三
歳
、
一
四
二
七
年
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

が
十
七
・
六
歳
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
「
一
ン
タ
ー
ド
の
農
村
女
性
が
十
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八
歳
で
あ
り
、
十
四
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
、
女
性
の
結

婚
年
齢
は
二
十
歳
よ
り
か
な
り
前
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
に
対
し
、
男
性
の
結
婚
年
齢
は
ず
っ
と
高
く
、
一
四
二
七

年
の
プ
ラ
ー
ト
は
二
十
七
歳
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
三
十
歳
と
男
性
初

婚
年
齢
が
推
定
さ
れ
て
お
り
、
男
性
は
古
代
ロ
ー
マ
時
代
と
同
様
、

若
く
し
て
結
婚
す
る
こ
と
を
敬
遠
し
て
、
壮
年
期
を
結
婚
適
齢
と
み

（
５
）

な
す
よ
う
に
な
っ
た
。

結
婚
年
齢
と
結
婚
資
金
と
い
う
二
つ
の
結
婚
条
件
に
つ
い
て
の
、

中
世
中
期
か
ら
の
以
上
の
よ
う
な
変
化
の
説
明
を
ど
こ
へ
求
め
れ
ば

よ
い
の
か
。
函
①
監
耳
は
、
人
口
学
的
立
場
に
立
っ
て
、
結
婚
を

求
め
る
男
女
数
の
不
均
衡
か
ら
の
検
討
を
試
み
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
中
世
初
期
の
荒
々
し
い
時
代
は
、
女
性
に
と
っ
て
生
き
に
く
い

世
の
中
で
あ
っ
た
。
墓
碑
銘
の
調
査
は
、
当
時
の
女
性
の
死
亡
年
齢

が
男
性
よ
り
低
か
っ
た
こ
と
を
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
る
。
サ
ン
・

ジ
ェ
ル
↓
、
ソ
・
デ
・
プ
レ
の
調
査
で
は
、
下
の
階
層
ほ
ど
男
女
数
の

不
均
衡
が
著
し
く
、
隷
農
層
に
お
い
て
は
女
性
一
○
○
に
対
し
男
性

は
二
六
六
の
割
合
に
上
る
。
こ
の
時
代
の
、
男
性
に
比
し
た
女
性
の

賠
償
金
や
晴
罪
金
の
高
さ
は
、
女
性
の
稀
少
性
を
物
語
る
も
の
で
あ

り
、
男
性
側
か
ら
の
き
め
や
後
朝
贈
与
冒
○
缶
⑦
信
号
⑦
の
慣
行

も
、
不
足
が
ち
な
女
性
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
の
表
わ
れ
だ

と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
一
四
二
七
年
の
ト
ス
カ
ナ
に
つ
い
て

国
⑦
監
耳
は
男
女
の
寿
命
を
示
し
て
い
る
が
、
男
性
二
八
・
五
歳

に
対
し
、
女
性
は
二
九
・
五
歳
。
女
性
の
生
活
は
、
行
政
の
保
護
や

宗
教
倫
理
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
広
ま
り
の
中
で
、
か
つ
て
ほ
ど
厳
し

い
も
の
で
は
な
く
な
り
、
相
対
的
に
長
命
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
一
方
、
軍
役
を
負
う
男
性
は
、
そ
れ
だ
け
死
の
危
険
に
晒
さ

れ
て
い
た
。
当
時
の
著
名
な
生
物
学
者
乏
言
『
目
印
三
岳
昌
巨
ｍ
は
、

女
性
は
本
来
男
性
よ
り
短
命
だ
が
、
男
性
ほ
ど
働
か
ず
、
消
耗
し
な

い
た
め
長
生
き
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
四
二
七
年
の
ト
ス
カ
ナ
に

お
け
る
男
女
人
口
比
は
、
男
性
一
二
に
対
し
、
女
性
一
○
○
で
、

男
性
が
な
お
上
回
っ
て
は
い
る
が
、
結
婚
適
齢
期
の
女
性
の
比
率
は

（
６
）

男
性
を
上
回
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
の
寿
命
と
人
口
数
は
、
中
世
の
経
過
の
中
で

相
対
的
に
上
向
き
と
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
結
婚
市

場
に
お
け
る
か
つ
て
の
よ
う
な
女
性
の
稀
少
性
が
消
え
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
し
か
も
、
男
女
の
結
婚
年
齢
の
隔
た
り
は
女
性
に
と
っ
て

不
利
に
働
く
。
年
齢
別
人
口
構
成
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
示
す
こ
の
時

代
に
お
い
て
は
、
男
女
の
結
婚
年
齢
差
が
開
け
ば
開
く
ほ
ど
、
よ
り

少
数
の
男
性
が
よ
り
多
数
の
女
性
の
中
か
ら
配
偶
者
を
選
択
で
き
る

と
い
う
状
況
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
純

潔
を
尊
び
、
結
婚
に
高
い
価
値
を
認
め
な
い
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は

ま
っ
た
く
逆
の
立
場
だ
が
、
放
蕩
や
同
性
愛
な
ど
に
ふ
け
る
享
楽
主
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三
女
性
の
地
位
の
低
下

以
上
、
女
性
側
の
結
婚
条
件
の
悪
化
の
経
過
と
、
こ
れ
に
つ
い
て

結
婚
市
場
に
お
け
る
交
渉
力
の
角
度
か
ら
の
説
明
を
試
み
る
国
の
‐

義
的
観
点
か
ら
、
結
婚
を
忌
避
す
る
男
性
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま

た
、
最
後
に
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
や
む
を
え
ず
結
婚
を
控
え
ね
ば

な
ら
な
い
男
性
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
財
産
維
持
の
た

め
、
長
子
だ
け
が
結
婚
を
許
さ
れ
、
他
の
息
子
達
は
戦
役
や
修
道
院

に
送
ら
れ
る
か
、
未
婚
の
ま
ま
家
に
留
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
そ
し
て
、
家
長
に
と
っ
て
、
世
襲
財
産
を
受
け
継
ぐ
息
子
の
結

婚
相
手
を
決
め
る
の
に
慎
重
を
期
す
の
は
、
当
然
の
心
理
で
あ
る

畠
ノ
Ｏ

か
く
し
て
、
結
婚
を
求
め
る
男
女
数
の
不
均
衡
は
さ
ら
に
拡
大

し
、
結
婚
市
場
で
は
、
中
世
初
期
と
は
逆
に
男
性
数
の
不
足
を
も
た

ら
し
た
。
そ
こ
で
、
男
性
側
は
有
利
な
状
況
の
も
と
に
、
よ
り
好
条

件
の
相
手
を
急
ぐ
こ
と
な
く
選
択
す
る
余
裕
を
持
つ
。
不
利
な
立
場

に
立
た
さ
れ
た
女
性
は
、
ほ
と
ん
ど
相
手
を
選
択
す
る
余
地
も
な
い

ま
ま
、
早
々
に
結
婚
相
手
を
決
め
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。
そ
の
た

め
、
男
性
の
結
婚
は
よ
り
遅
く
、
女
性
の
結
婚
は
よ
り
早
く
な
り
、

結
婚
年
齢
差
が
拡
大
し
て
、
結
婚
市
場
に
お
け
る
女
性
の
不
利
な
立

（
７
）

場
が
、
ま
た
一
段
と
強
化
さ
れ
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

島
ど
の
数
量
的
分
析
を
紹
介
し
た
。
史
料
の
乏
し
さ
に
よ
る
隙
間

が
大
き
い
と
は
言
え
、
人
口
史
の
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て

価
値
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
婚
条
件
の
悪
化
の
問
題

は
、
持
参
金
の
持
つ
意
味
の
解
釈
の
し
か
た
も
含
め
て
、
女
性
の
社

会
的
・
経
済
的
地
位
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
国
の
島
ど
の
結
婚
市
場
の
議
論
で
は
、
持
参
金
（
あ
る
い
は

男
性
側
か
ら
の
結
婚
の
贈
り
物
）
は
結
婚
に
伴
う
費
用
を
負
担
す
る

も
の
と
い
う
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
交
渉
力
の
弱
い
方
が
こ
れ

を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
持
参
金
は
、
そ
れ

以
上
に
生
家
の
財
産
と
の
関
連
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
。
］
．
⑦
○
○
号
は
、
持
参
金
は
娘
の
生
家
で
の
財
産
相
続
分
と
等

（
○
．
）

価
で
あ
り
、
社
会
に
お
け
る
富
の
再
分
配
を
促
す
と
し
た
。
し
か

し
、
中
世
後
期
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
持
参
金
は
、
生
家
の
財
産
相

続
放
棄
の
し
る
し
と
し
か
解
釈
し
が
た
い
よ
う
に
思
う
。

十
一
世
紀
以
降
の
人
口
成
長
に
よ
る
高
い
人
口
圧
の
中
で
、
各
世

帯
は
土
地
財
産
を
維
持
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
財
産
分
割
を
で

き
る
限
り
抑
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
。
長
子
だ
け
に
相
続
を
認

め
る
直
系
家
族
の
場
合
も
、
男
子
均
等
相
続
の
家
族
の
場
合
も
、
娘

達
は
い
ず
れ
に
せ
よ
生
家
の
財
産
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
、
そ
の
補
償

と
し
て
持
参
金
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
夫
か
ら

妻
へ
の
贈
り
物
は
、
妻
の
生
家
へ
の
花
嫁
代
償
と
い
う
意
味
が
薄
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れ
、
妻
自
身
が
受
け
取
り
、
妻
の
財
産
の
一
部
に
加
え
ら
れ
て
い
た

が
、
結
果
と
し
て
次
世
代
の
嫡
子
が
継
ぐ
べ
き
財
産
を
減
ら
す
こ
と

に
な
る
。
息
子
の
取
り
分
を
母
が
奪
う
形
に
な
る
の
を
避
け
る
た

め
、
妻
へ
の
贈
り
物
の
額
は
制
限
さ
れ
、
さ
さ
や
か
な
も
の
と
な

り
、
持
参
金
と
そ
の
位
置
を
交
替
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

家
系
の
男
性
成
員
の
富
と
地
位
を
保
持
せ
ん
と
す
る
父
系
制
の
目
標

の
下
に
、
持
参
金
は
社
会
に
定
着
し
、
普
遍
化
し
た
。
金
額
の
高
さ

に
対
す
る
不
平
の
声
は
起
こ
っ
て
も
、
当
時
の
イ
タ
リ
ァ
の
よ
う
に

貨
幣
経
済
の
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
活
気
に
あ
ふ
れ
た
社
会
で
は
、
そ

う
し
た
声
も
消
さ
れ
が
ち
で
、
持
参
金
の
存
在
は
当
然
の
も
の
と
見

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

生
家
に
お
い
て
も
、
婚
家
に
お
い
て
も
、
財
産
権
を
狭
め
ら
れ
た

女
性
は
、
そ
の
経
済
的
地
位
を
著
し
く
落
と
し
た
。
三
・
○
・
國
○
急
監

は
、
中
世
末
期
の
北
部
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
女
性
が
世
帯
の
経
営
に
実
質

的
に
参
加
し
、
積
極
的
な
経
済
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
に
対

し
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
持
参
金
を
移
転
す
る
と
い
う
経
済
的
機
能
し

か
女
性
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。
彼
女
は
、
北

部
の
女
性
は
、
そ
の
経
済
的
能
力
の
ゆ
え
に
結
婚
は
概
し
て
遅
く
、

二
十
代
半
ば
で
、
夫
と
の
年
齢
差
も
少
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
イ
タ

リ
ア
の
女
性
は
、
専
ら
出
産
能
力
だ
け
が
期
待
さ
れ
て
い
た
た
め
早

（
９
）

婚
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
北
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
地
域

に
よ
り
差
は
あ
る
も
の
の
、
女
性
の
法
的
な
財
産
権
縮
小
の
全
般
的

動
き
が
あ
り
、
法
的
地
位
は
イ
タ
リ
ア
と
さ
ほ
ど
変
わ
り
が
あ
る
よ

（
加
）

う
に
は
見
え
な
い
。
同
じ
法
環
境
の
中
で
、
女
性
の
実
際
の
状
況
が

そ
れ
ほ
ど
違
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
法
の
適
用
場
面
に
お
い

て
、
イ
タ
リ
ア
の
場
合
は
父
系
の
利
益
を
守
る
姿
勢
が
そ
れ
だ
け
強

く
貫
か
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
国
○
言
呈
に
よ
れ
ば
、
北
部
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
や
が
て
女
性
の
経
済
活
動
は
、
父
系
的
秩
序
の
再

編
と
復
活
の
中
で
、
こ
れ
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
範
囲
を
狭
め
ら
れ

（
、
）

て
い
く
。
と
す
れ
ば
、
中
世
後
期
の
イ
タ
リ
ア
の
女
性
の
状
況
は
、

北
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
の
未
来
の
予
兆
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

両
親
は
、
年
若
く
し
て
嫁
ぐ
娘
達
に
日
常
の
家
事
能
力
以
上
の
こ

と
は
期
待
せ
ず
、
高
度
な
生
産
技
術
を
教
え
る
に
も
熱
心
で
は
な
か

っ
た
。
婚
家
に
お
い
て
も
、
実
際
に
家
政
で
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
る
の
は
、
義
父
母
が
引
退
あ
る
い
は
死
亡
し
た
後
の
こ
と
で
あ

（
⑫
）

り
、
そ
れ
ま
で
は
補
助
的
立
場
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。
女
性
の
家
庭

で
の
経
済
的
貢
献
度
は
必
然
的
に
減
少
し
、
依
存
的
性
格
を
強
め
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
経
済
的
能
力
の
低
い
女
性
達
に
と
っ
て
、
人
生

行
路
は
厳
し
か
っ
た
。
図
１
は
、
一
四
二
七
年
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

約
一
万
世
帯
を
そ
の
財
産
所
有
額
に
従
っ
て
、
最
富
裕
層
か
ら
最
貧

困
層
ま
で
、
ほ
ぼ
二
千
五
百
世
帯
ず
つ
の
四
つ
の
階
層
に
分
け
、
そ
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の
最
富
裕
層
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
属
す

る
男
女
人
口
の
全
男
女
人
口
に
対
す
る

割
合
を
、
年
齢
別
に
グ
ラ
フ
に
示
し
た

も
の
で
あ
る
。

他
の
階
層
に
比
べ
て
、
最
富
裕
層
に

属
す
る
人
口
は
男
女
と
も
高
い
割
合
を

示
し
て
い
る
が
、
全
体
に
男
性
の
割
合

は
女
性
を
上
回
り
、
特
に
、
三
十
歳
を

境
と
し
て
、
男
女
の
差
が
明
確
と
な

る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
か
ら
、
女
性

は
年
の
離
れ
た
夫
の
死
を
迎
え
る
年
代

に
入
る
。
寡
婦
と
な
っ
て
、
初
婚
時
よ

り
も
さ
ら
に
不
利
な
条
件
の
も
と
で
再

婚
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
僅
か
な
寡
婦

産
を
頼
り
に
暮
ら
す
か
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
三
十
代
か
ら
、
女
性
は
転
落
の

人
生
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
三
十
八
歳

で
、
最
貧
困
層
に
属
す
る
女
性
の
割
合

は
、
最
富
裕
層
に
属
す
る
女
性
の
割
合

を
越
え
て
逆
転
す
る
の
で
あ
る
。
一

方
、
男
性
の
進
路
は
相
対
的
に
安
定
し
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四
対
立
す
る
女
性
観

最
後
に
、
当
時
の
女
性
に
対
す
る
、
同
時
代
人
の
ｌ
と
い
う
こ

と
は
、
つ
ま
り
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
男
性
の
ｌ
意
識
に
つ
い
て
触
れ

て
お
こ
う
。

中
世
の
女
性
観
は
、
古
く
か
ら
の
女
性
嫌
悪
の
伝
統
と
、
「
良
き

妻
」
へ
の
賞
賛
と
い
う
二
つ
の
一
見
対
立
し
て
見
え
る
意
見
が
交
錯

し
て
い
る
。
国
の
藍
ご
は
十
四
’
十
五
世
紀
の
人
文
主
義
の
高
ま

り
の
中
で
、
学
識
者
に
よ
り
、
結
婚
生
活
の
尊
さ
、
結
婚
生
活
の
も

た
ら
す
喜
び
が
大
い
に
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の

結
婚
生
活
の
喜
び
を
与
え
る
源
泉
が
良
き
妻
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う

た
穏
や
か
な
も
の
で
、
女
性
の
よ
う
な
下
降
現
象
は
な
く
、
む
し

ろ
、
老
年
期
に
向
け
て
上
昇
す
る
傾
向
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
。
女
性

の
晩
年
期
の
承
じ
め
さ
に
比
べ
、
男
性
は
豊
か
な
晩
年
を
享
受
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

結
婚
に
の
み
頼
っ
て
い
た
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
、
は
る
か
に
年

上
の
男
性
と
の
結
婚
は
、
結
婚
に
よ
る
地
位
の
安
定
を
早
左
と
終
わ

ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
不
利
な
結
婚
条
件
は
女
性
の
貧
困
化
を
促
し

た
。
結
婚
条
件
の
悪
化
と
地
位
の
低
下
は
、
原
因
と
も
結
果
と
も
つ

か
ず
、
相
関
し
合
い
な
が
ら
、
貧
し
い
後
半
生
を
女
性
に
も
た
ら
し

た
の
で
あ
る
。

ま
で
も
な
い
。
「
神
が
人
の
た
め
に
与
え
た
す
べ
て
の
も
の
の
な
か

で
良
き
妻
ほ
ど
愛
ら
し
く
、
す
ぐ
れ
た
も
の
は
な
い
」
と
、
あ
る
詩

人
は
歌
っ
て
い
る
。
シ
エ
ナ
の
聖
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
は
「
家
の
中

で
最
も
す
ば
ら
し
く
、
有
益
な
こ
と
は
、
賢
こ
ぐ
、
徳
が
高
く
、
穏

や
か
で
、
子
供
を
生
む
、
美
し
く
て
背
の
高
い
妻
を
持
つ
こ
と
で
あ

（
昭
）

る
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
良
き
妻
は
良
き
母
で
も
あ
っ
た
。
ケ
ル
ン
の
聖
女
ク
リ
ス

チ
ー
ナ
を
誘
惑
す
る
際
、
悪
魔
は
、
「
夫
が
妻
と
共
に
い
る
喜
び
に

優
る
喜
び
は
な
い
。
母
が
子
供
を
持
つ
喜
び
に
及
ぶ
よ
う
な
喜
び
は

（
皿
）

な
い
」
と
言
っ
て
、
孤
独
な
ク
リ
ス
チ
ー
ナ
を
苦
し
め
た
。
頑
固
な

父
と
息
子
の
対
立
の
中
で
、
息
子
を
慰
め
、
父
に
と
り
な
し
て
く
れ

る
母
は
、
愛
と
い
た
わ
り
、
救
済
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
十
二
世
紀
か

ら
、
母
た
る
も
の
の
代
表
で
あ
る
聖
母
マ
リ
ァ
ヘ
の
崇
拝
が
広
ま

り
、
高
ま
っ
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
母
性
へ
の
期
待
と
憧
れ
が
強
く

（
妬
）

存
在
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

賞
揚
さ
れ
た
「
良
き
妻
」
「
良
き
母
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
現
実
の

女
性
像
を
反
映
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
確
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
理
想
と
し
て
、
主
と
し
て
男
性
に
よ
り
求
め

ら
れ
、
そ
れ
が
実
際
の
女
性
の
行
動
を
評
価
す
る
基
準
と
な
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
並
ん
で
男
性
に
対
し
て
は
、
強
く
暹

し
く
家
族
を
率
い
る
有
能
な
父
親
像
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
中
世
末

0
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期
に
、
そ
う
し
た
父
性
イ
メ
ー
ジ
を
体
現
し
た
聖
ヨ
セ
フ
ヘ
の
信
仰

（
妬
）

が
広
め
ら
れ
る
。
中
世
末
期
に
現
れ
る
こ
の
よ
う
な
動
き
は
何
を
示

す
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
家
族
の
よ
う
に
愛
情
の
絆
で
結
ば
れ
た
家
族

の
出
現
、
あ
る
い
は
そ
の
前
触
れ
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
父
と
母
、

夫
と
妻
、
親
と
子
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
割
り
当
て
、
父
を
頭
と
し
、

妻
の
貢
献
と
子
供
の
従
順
を
求
め
る
父
系
制
安
定
の
た
め
の
家
族
の

絆
の
強
化
、
理
想
化
な
の
だ
ろ
う
か
。

○
ヶ
乙
呂
厨
呂
由
号
①
Ｈ
は
、
当
時
、
「
良
き
母
」
に
対
立
し
て

語
ら
れ
た
「
冷
酷
な
母
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
冷

酷
な
母
と
は
、
夫
の
死
後
、
子
供
を
婚
家
に
残
し
た
ま
ま
、
生
家
か

ら
携
え
て
き
た
持
参
金
を
再
び
手
に
し
て
再
婚
し
て
ゆ
く
母
親
で
あ

っ
た
。
人
々
は
、
こ
こ
か
ら
、
自
ら
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
、
浮
わ

つ
い
た
、
信
頼
で
き
な
い
、
實
欲
な
女
性
像
を
築
き
上
げ
た
。
そ
れ

は
、
古
く
か
ら
、
ア
ダ
ム
を
唆
か
し
た
イ
ヴ
以
来
、
語
ら
れ
て
き
た

女
性
像
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、
寡
婦
の
身
を

ひ
と
り
み

守
っ
て
も
、
独
身
の
生
活
は
あ
れ
こ
れ
取
沙
汰
さ
れ
た
。
結
婚
に
よ

っ
て
の
み
生
活
の
安
定
を
得
ら
れ
た
当
時
の
女
性
が
、
再
婚
へ
促
さ

れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
を
強
く
勧
め
た
の

は
、
新
た
な
姻
戚
関
係
を
期
待
す
る
生
家
の
側
で
あ
っ
た
。
子
供
は

婚
家
に
属
す
る
者
で
あ
っ
た
た
め
、
残
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

（
Ⅳ
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
良
き
妻
」
「
良
き
母
」
の
好
意
的
女
性
観
も
、

「
冷
酷
な
母
」
の
否
定
的
女
性
観
も
と
も
に
そ
の
根
ざ
す
と
こ
ろ
は

同
じ
で
、
父
系
的
秩
序
の
維
持
を
固
く
守
る
当
時
の
社
会
の
中
で
の

女
性
像
の
両
面
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
女
性
の
母
性
的
側

面
、
家
政
へ
の
細
や
か
な
心
配
り
と
い
っ
た
夫
の
助
手
的
側
面
は
歓

迎
さ
れ
る
が
、
結
婚
せ
ず
に
い
た
り
、
夫
の
死
後
、
不
安
定
な
身
分

に
い
た
り
す
る
女
性
は
、
秩
序
に
不
安
を
与
え
る
存
在
と
ゑ
な
さ
れ

た
。
女
性
の
結
婚
へ
の
依
存
度
を
増
し
、
結
婚
条
件
の
悪
化
と
地
位

の
低
下
を
加
速
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
根
強
い
女
性
観
に
も
依
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
ロ
．
函
の
星
ご
》
ミ
ミ
時
ご
旦
起
。
震
皇
Ｓ
迂
吻
》
国
胃
く
画
己
ご
己
ぐ
の
厨
‐

ご
津
の
ｍ
ｍ
ｇ
観
の
第
一
、
三
、
五
章
参
照
。
ゲ
ル
マ
ン
の
結
婚
慣
行

に
関
し
て
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
り
、
男
女
と
も
結
婚
を
急
が
ず
、
夫

婦
同
年
齢
で
、
結
婚
時
に
夫
か
ら
妻
へ
家
畜
な
ど
を
贈
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
著
、
泉
井
久
之
助
訳
註
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ァ
」

岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
。
ロ
ー
マ
時
代
の
女
性
の
結
婚
に
関
し
て
は

］
・
司
・
の
画
ａ
ｐ
ｑ
》
ミ
ミ
ベ
§
曽
淘
。
ミ
ロ
》
《
齢
。
ｇ
障
与
凰
雨
ご
》
ｏ
獄
○
○
日

出
堅
冒
ど
の
Ｐ

（
２
）
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
国
の
藍
ご
は
、
寡
婦
・
鰈
夫
数
の
割
合
か

ら
、
結
婚
年
齢
差
が
小
さ
い
こ
と
を
、
ま
た
、
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
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ル
に
つ
い
て
は
、
成
人
の
独
身
男
女
数
が
と
も
に
多
い
こ
と
か
ら
ゞ
結

婚
年
齢
が
男
女
と
も
遅
い
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
己
．
国
①
島
ご
）
こ
．

免
邑
畔
。
で
己
。
『
①
》
『
『
。

●

（
３
）
ロ
．
国
閏
一
号
ざ
ざ
ミ
．
毛
．
計
．

（
４
）
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
は
、
十
二
世
紀
半
ば
に
、
夫
か
ら
妻
へ
の
贈
り
物
は

持
参
金
の
四
分
の
一
以
下
と
し
、
金
額
も
制
限
し
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

を
は
じ
め
、
多
く
の
イ
タ
リ
ア
都
市
は
こ
の
取
り
決
め
に
倣
っ
た
ｃ

ロ
．
国
⑦
ユ
夢
冨
尋
武
》
国
）
．
易
》
９
．

（
５
）
プ
ラ
ー
ト
及
び
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
男
女
の
結
婚
年
齢
に
つ
い
て
は
、

ロ
・
西
日
屋
ご
ｇ
ｏ
言
〆
一
壱
房
。
亨
圃
巨
冨
Ｈ
》
Ｆ
図
弓
○
吻
ｏ
Ｓ
ｇ
ｇ
狩
屋
、
吻

菩
ご
呈
言
．
ご
薑
、
野
震
号
曼
・
ミ
ロ
風
。
童
。
、
§
忌
菖
号
壼
雪
》
野
房

乞
易
（
英
訳
亜
目
畠
目
嵩
吻
ｓ
旦
暮
§
‐
、
ミ
ミ
壽
堕
、
ｚ
①
写
ご
国
色
ぐ
①
ロ

』
＠
ｍ
ｍ
）
で
己
。
い
の
心
Ｉ
↑
つ
つ
。

（
６
）
以
上
、
男
女
の
寿
命
と
人
口
比
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
ロ
・
函
の
三
‐

ず
］
》
食
Ｆ
一
庁
同
×
冠
⑦
ｇ
國
自
ｇ
①
い
吊
○
Ｈ
づ
ざ
日
の
目
旨
二
国
①
ｇ
①
ぐ
巳
の
ｏ
ａ
ｇ
く
》
》

●

》
固
弓
言
ご
奇
ミ
ミ
ミ
ミ
《
》
、
』
罫
、
ミ
ミ
ミ
、
国
照
吻
》
の
曇
＆

●

●

ず
冨
屈
．
目
．
三
日
①
芝
＆
照
）
聾
昌
①
ご
己
ぐ
①
扇
』
ご
ｇ
ｚ
⑦
急
Ｋ
Ｏ
島

●

勺
Ｈ
①
閉
得
の
『
、
．

（
７
）
ロ
．
国
①
ユ
房
学
《
一
目
一
胃
⑦
三
①
ｇ
の
ぐ
巳
巨
自
国
餌
函
の
三
目
青
草
》
》
廷
、

●

島
嗣
己
旦
．
ミ
ミ
駒
§
Ｓ
旨
Ｓ
Ｒ
ゐ
め
冨
曼
園
③
ゞ
ロ
巨
富
ご
己
ぐ
①
厨
』
ご

●

●

勺
風
①
め
い
胃
の
『
①
．

（
８
）
胃
⑦
○
○
』
ざ

《
《
胃
冨
彦
⑦
己
喬
画
ご
ｏ
の
》
勺
Ｈ
○
℃
の
風
琶
色
ご
』
こ
ぐ
○
胃
邑
の
巨
如
の
○
国
〕
⑦

○
○
日
冨
吋
呉
冒
く
①
○
○
コ
ｍ
匙
国
昌
］
ｏ
ｐ
ｍ
管
ご
旨
、
ミ
ミ
曾
画
冨
包
尋
青
豆
冨
葛
月
恥

●

●

詞
ミ
ー
ミ
ｍ
ｏ
Ｑ
Ｑ
Ｇ
曽
一
三
國
旨
ご
巨
圃
ミ
。
、
Ｑ
》
届
つ
つ
－
畠
ｏ
Ｐ
の
豊
厨
』
ず
琶

］
・
の
○
○
Ｑ
ざ
］
・
弓
宮
夙
戸
向
・
弓
．
目
｝
〕
ｏ
日
預
。
旨
》
Ｐ
○
口
』
○
口
届
『
⑦
も
？

』
Ｃ
ｌ
②
①
。

（
９
）
三
・
○
・
国
９
薯
の
ニ
ミ
ミ
篇
§
》
、
一
’
員
屋
曼
。
嵩
》
亀
員
、
負
ミ
ミ
。
ご

胃
侶
ミ
⑮
二
号
昌
亀
旦
○
量
尉
吻
》
昌
一
〕
①
ご
己
ぐ
国
巴
ご
具
○
三
８
ｍ
○

局
境
⑦
い
“
』
＠
ｍ
⑦
》
一
）
己
．
④
－
い
』
・

（
的
）
西
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
ほ
ぼ
全
般
に
お
け
る
持
参
金
へ
の
移
行
に
つ
い
て

は
、
ロ
．
○
・
国
匡
但
〕
①
、
》
・
目
８
昌
団
園
己
の
冒
月
ｏ
８
ｐ
ｏ
乏
昌
旨
巨
の
‐

ｇ
蔚
貝
四
口
①
四
口
固
巨
８
月
ご
・
苫
屋
ご
』
ミ
ｐ
、
、
ミ
ミ
曾
配
胃
。
ミ
雪

ご
認
．
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
各
国
の
夫
婦
財
産
所
有
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

ロ
．
国
①
堅
号
ざ
雪
辱
ｓ
§
旦
起
。
昌
冬
旦
号
》
亨
邑
Ｐ
冨
・
○
・
国
○
三
⑦
二

○
や
ら
息
．
》
も
や
屋
ｌ
扇
．
国
．
同
ロ
ロ
⑦
口
》
、
、
Ｂ
へ
翁
嵩
雪
や
』
烏
駄
凰
旦
尽
｝
，
》

●

三
匡
己
ｏ
医
こ
の
鰐
常
の
○
○
』
ざ
】
・
目
三
夙
戸
国
・
勺
．
弓
ゴ
○
日
胃
○
口

（
＆
言
ｅ
ｓ
．
、
鳶
オ
リ
ヴ
ィ
エ
ー
マ
ル
タ
ン
著
、
塙
浩
訳
「
フ
ラ

ン
ス
法
制
史
概
説
」
創
文
社
、
一
九
八
六
年
。

（
ｕ
）
三
．
○
．
国
○
弓
①
二
愚
》
・
同
凰
：

●

（
、
）
ト
ス
カ
ナ
で
は
、
都
市
よ
り
も
む
し
ろ
農
村
に
お
い
て
、
家
長
が
高

齢
に
な
る
ま
で
家
督
を
若
い
世
代
に
讓
ら
な
い
た
め
、
若
い
夫
婦
に
と

っ
て
、
結
婚
は
世
帯
の
独
立
を
意
味
し
な
か
っ
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
て

い
る
。
ロ
．
国
の
胃
三
曼
艮
Ｑ
〕
・
室
呂
言
亨
冒
序
同
》
息
．
§
．
》

●

で
で
。
↑
の
、
－
，
画
程
。

（
蝿
）
己
．
国
の
ユ
号
学
弓
馬
ｓ
§
ミ
配
。
昌
里
』
◎
苞
厚
で
亨
屋
？
匡
式

（
辺
）
ロ
．
国
の
１
号
き
ざ
さ
・
）
亨
崗
画
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（
巧
）
聖
母
マ
リ
ア
信
仰
や
聖
人
信
仰
な
ど
の
背
後
に
人
々
の
ど
の
よ
う
な

心
性
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
を
探
る
こ
と
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
。
聖

人
の
象
徴
し
て
い
る
精
神
性
が
、
現
実
世
界
に
お
い
て
価
値
を
置
か
れ

て
い
た
し
る
し
で
あ
る
と
も
解
釈
し
う
る
し
、
実
際
に
は
抑
圧
さ
れ
、

あ
る
い
は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
反
動
と
し
て
信
仰
が

高
ま
っ
た
と
も
解
釈
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
中
世
の
聖
人
信
仰
に
つ
い

て
は
、
ロ
．
雪
の
旨
の
重
自
画
且
罰
・
言
．
国
の
房
吻
ミ
ミ
吻
陣
函
。
旦
雨
ご
ゞ

○
琴
司
菖
§
昼
。
ミ
》
ご
ニ
ー
ミ
ニ
）
弓
言
ご
己
ぐ
の
『
堅
望
具
○
三
。
届
○
勺
『
の
叩
、

罰
ミ
自
身
堕
自
》
肩
甸

ロ
ロ
・
』
』
割
ｌ
』
ぬ
』
。

胃
④
め
いロ

・
国
の
ユ
デ
ざ
こ
涛
登
句
ご
ミ
起
冒
へ
吻
呂
旦
募
》
己
己
』
喝
Ｉ
届
Ｐ

○
戸
雪
ｇ
肘
。
〒
圃
昌
閂
〕
ミ
ミ
冨
国
『
》
、
ミ
ミ
Ｇ
』
Ｑ
葛
忌
詞
さ
へ
呈
曽

ミ
ロ
勇
い
Ｓ
－
８
蜀
画
ご
一
》
弓
言
ご
己
く
図
望
ご
○
｛
○
三
８
ｍ
○
勺
３
め
い
己
鴎
〕

●

●

（
広
島
経
済
大
学
・
生
活
史
、
経
済
史
）
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