
Ｚ
四
吋
①
ロ
巨
罵
一
三
皇
四
四
①
牢

の
Ｏ
ｇ
の
計
ぐ
画
庁
毎
５
，
厘
口
〕
の
○
冷
詳
丘
の
因
屋
号
淳
屋

近
年
、
佛
教
を
佛
教
以
外
の
学
問
分
野
よ
り
研
究
し
よ
う
と
す
る
試
み

が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
試
み
は
、
別
の
言
葉
で
は
応
用
佛
教
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
中
に
は
、
佛
教
文
学
の
よ
う
に
古
く
か
ら
研
究
さ
れ
て

き
た
分
野
も
あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
佛
教
を
心
理
学
的
見
地
か
ら
み
よ

う
と
す
る
佛
教
心
理
学
も
次
第
に
そ
の
成
果
を
示
し
て
き
て
い
る
様
で
あ

る
。
そ
の
他
、
今
後
、
佛
教
を
社
会
学
・
教
育
学
・
経
済
学
・
法
学
・
数

学
・
天
文
学
等
の
様
々
な
分
野
か
ら
研
究
し
よ
う
と
す
る
未
開
の
分
野
が

無
限
に
広
が
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
そ
の
中
で
も
佛
教
社
会
学
の
分
野
に
属
す
る
珍
ら
し
い
研
究

で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
本
書
は
社
会
学
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
れ
に
歴
史
性
を
加
味
し
た
、
社
会
人
類
学
の
部
門
に
ま
で
足
を
ふ
み
入

れ
た
実
に
先
駆
的
研
究
な
の
で
あ
る
。
そ
の
様
な
と
こ
ろ
に
、
本
書
は
他

に
類
を
見
な
い
大
き
な
意
義
を
も
っ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
様
な
問
題
に
つ
い
て
我
灸
に
与
え
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
資
料
は
パ

吉
元
信
行

ｒ
リ
聖
典
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
パ
ー
リ
聖
典
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
生
活
や

文
化
を
研
究
す
る
た
め
の
有
力
な
資
料
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
近
代
の
歴
史
的
研
究
か
ら
す
れ
ば
、
．
〈
Ｉ
リ
文
献
は
様
友
な
時
代

に
わ
た
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
様
為
な
社
会
状
況
を
反
映
し

て
い
る
一
」
と
も
事
実
で
あ
る
。
パ
ー
リ
聖
典
、
そ
の
中
で
も
特
に
佛
陀
在

世
直
後
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
経
蔵
と
律
蔵
は
、
歴
史
的
人
物

と
し
て
の
。
コ
ー
タ
マ
ブ
ッ
ダ
の
人
と
な
り
に
関
連
す
る
時
代
の
社
会
情
勢

を
み
る
た
め
に
、
確
実
な
根
拠
に
な
る
主
要
な
資
料
で
あ
る
。

こ
の
先
駆
的
研
究
で
、
著
者
ｚ
胃
①
且
国
乏
包
唱
①
博
士
は
、
当
時
の

社
会
的
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
イ
ン
ド
社
会
を

描
写
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
居
住
の
あ
る
形
態
を
基
礎
に
、

村
や
町
の
居
住
形
態
や
そ
の
相
対
的
意
義
を
表
わ
し
、
そ
こ
に
於
て
行
わ

れ
た
様
々
な
生
活
や
文
化
を
人
間
関
係
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
見
事
に
大
成
し
、
更
に
彼
は
、
そ
の
時
代
の
家
族
関
係
や
経
済
生
活
の

面
ま
で
追
究
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
そ
の
時
代
の
文
学
的
出
典
を
通
じ
て
、
社
会
の
構
造
を
調
査

す
る
こ
と
に
特
に
独
創
力
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
テ
ー
マ
論
述
の
様

式
は
ま
た
１
’
－
－
ク
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
歴
史
的
社
会
的
方

法
論
を
同
時
に
使
い
、
そ
の
デ
ー
タ
を
分
析
的
に
提
供
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
様
な
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
親
し
く
師
事
し
た
と
い
う
少
．

５
．
団
射
冒
日
教
授
は
、
本
書
の
前
書
き
に
次
の
様
に
言
う
。

「
彼
は
多
く
の
点
で
、
そ
の
時
代
の
生
活
描
写
の
像
を
我
灸
に
強
い
て

改
宗
さ
せ
る
よ
う
な
多
く
の
価
値
あ
る
結
論
を
創
造
し
た
」
と
。
（
弓
．

己
］
ｌ
ぐ
目
）
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序
論
に
於
て
、
著
者
は
本
書
著
作
の
意
義
と
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
詳

し
い
解
説
を
す
る
。
著
者
は
そ
の
冒
頭
に
、
「
こ
の
研
究
の
中
で
我
灸
は
、

佛
陀
の
人
と
な
り
に
直
接
に
関
連
す
る
時
代
の
社
会
構
造
に
つ
い
て
の
研

究
成
果
を
紹
介
す
る
」
令
．
こ
と
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、
社
会

科
学
の
そ
れ
に
な
ら
っ
て
、
パ
ー
リ
の
資
料
に
あ
ら
わ
れ
た
佛
陀
時
代
の

社
会
の
種
食
の
形
態
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
種
の
研
究
に
は
自
ら
限
界
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
資
料
と
し
て
の
パ
ー
リ
聖
典
は
、
主
と
し
て
宗
教
的
・

哲
学
的
・
文
学
的
な
も
の
が
殆
ん
ど
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

聖
典
の
伝
承
者
は
、
聖
典
を
教
法
の
伝
持
の
た
め
に
伝
え
た
の
で
あ
り
、

決
し
て
社
会
的
資
料
を
残
す
た
め
に
伝
え
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

と
ま
れ
、
。
〈
－
リ
聖
典
の
歴
史
的
研
究
は
今
ま
で
に
数
多
く
な
さ
れ
て

き
た
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
老
大
な
る
資
料
は
、
人
灸
の
前
に
次
々
と
そ
の

姿
を
あ
ら
わ
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
中
の
阿
毘
達
磨
諭
書
や
註
釈
な
ど

の
一
部
を
除
い
て
、
そ
の
翻
訳
も
一
応
完
成
し
、
内
容
も
紹
介
さ
れ
、
・
ハ

ー
リ
聖
典
は
一
応
研
究
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
見
方
さ
え
も
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
と
て
、
そ
の
研
究
の
中
心
は
や
は
り
宗
教
的
・
哲
学
的
内
容
に

つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
於
て
、
佛
教
を
も
っ
と

大
局
的
な
見
地
か
ら
、
大
き
く
イ
ン
ド
文
明
の
中
の
一
つ
の
社
会
的
な
姿

と
し
て
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
新
し
い
研
究
方
法
が
示
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
パ
ー
リ
の
一
一
カ
ー
ヤ
や
律
の
中
に
も
、

無
限
の
研
究
分
野
が
埋
も
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

れ
は
佛
教
の
他
の
分
野
を
研
究
す
る
上
に
於
て
も
同
じ
よ
う
な
限
界
と
し

て
提
出
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

そ
の
様
な
資
料
的
価
値
の
面
で
、
経
典
史
の
研
究
は
こ
れ
ま
た
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
重
要
な
研
究
分
野
で
あ
ろ
う
。
そ
の
経
典
史
の
研
究
成
果
か
ら

し
て
、
佛
教
社
会
人
類
学
を
研
究
せ
ん
と
す
る
者
の
前
に
提
供
さ
れ
る
資

料
と
し
て
は
経
と
律
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
そ
の
中
か
ら

特
に
次
の
六
種
の
資
料
を
選
択
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
資
料
は

佛
滅
後
一
○
○
年
間
の
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
、
佛
陀
時
代
の
社
会
の
様

子
を
比
較
的
忠
実
に
伝
え
て
い
る
か
ら
と
い
う
。

り
ぐ
冒
騨
制
佛
陀
時
代
の
比
丘
や
比
丘
尼
の
生
活
規
律
と
佛
伝
物
語
。

②
目
唱
四
‐
且
圃
闇
社
会
的
資
料
と
宗
教
的
訓
誠
を
与
え
る
物
語
や

説
法
。

③
シ
凋
具
国
風
‐
昌
圃
笛
社
会
椛
造
や
宗
教
的
教
説
の
数
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
化
。

仙
冒
四
言
自
画
‐
昌
圃
樹
社
会
や
儀
式
優
越
へ
の
零
ハ
ラ
モ
ン
的
主
張

を
あ
つ
か
う
宗
教
的
哲
学
的
論
議
。

⑤
蟹
曽
冒
＃
四
‐
員
圃
穏
俳
陀
と
交
渉
し
た
人
々
の
生
活
行
為
、
集

団
の
様
相
、
個
人
の
生
活
。

⑥
留
茸
四
日
目
目
社
会
状
況
の
集
約
、
宗
教
的
教
義
を
含
む
偶
文
。

（
己
や
⑭
１
く
《
）

著
者
は
パ
ー
リ
資
料
の
中
か
ら
以
上
六
種
に
特
に
限
定
し
て
、
そ
れ
を

詳
し
く
分
析
的
に
研
究
す
る
方
法
を
生
み
だ
し
た
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ

の
種
の
歴
史
的
研
究
で
は
始
め
て
の
試
み
で
あ
る
社
会
人
類
学
（
め
○
．
邑

営
〕
昏
局
ｇ
ｏ
］
ｃ
閏
）
の
原
理
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
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社
会
人
類
学
と
は
文
化
人
類
学
の
う
ち
社
会
組
織
に
関
心
を
集
中
す
る

研
究
を
言
い
、
種
、
愛
の
型
の
社
会
を
組
織
的
に
比
較
研
究
す
る
こ
と
に
よ

り
、
人
類
社
会
の
本
性
を
探
求
す
る
学
問
で
あ
る
。
社
会
人
類
学
者
は
次

の
様
に
主
張
す
る
。

社
会
制
度
の
機
能
と
は
、
社
会
生
活
全
体
に
対
す
る
貢
献
・
役
割
、
そ

の
必
要
な
存
在
条
件
へ
の
一
致
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
理
的
要
求
に
で
は
な

く
、
社
会
構
造
の
維
持
・
促
進
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
人
間

行
動
で
直
接
に
観
察
さ
れ
る
の
は
文
化
と
い
う
抽
象
で
は
な
く
、
相
互
に

関
係
す
る
人
食
の
行
動
で
あ
る
。
人
女
は
人
間
関
係
の
複
合
態
す
な
わ
ち

社
会
構
造
に
よ
り
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
構
造
の
持
続
的

・
恒
常
的
な
形
式
を
理
論
的
に
抽
象
し
、
分
析
・
比
較
す
る
と
こ
ろ
に
、

社
会
構
造
は
、
彼
に
と
っ
て
、
氏
族
・
部
族
な
ど
持
続
性
を
も
つ
社
会
集

団
の
み
な
ら
ず
、
親
族
椛
造
な
ど
の
人
と
人
と
の
社
会
関
係
、
お
よ
び
、

男
・
女
・
支
配
者
と
平
民
の
地
位
な
ど
社
会
的
役
割
に
よ
る
個
人
・
階
級

の
分
化
の
諸
側
面
を
含
む
複
合
的
全
体
で
あ
る
。
（
有
斐
閣
「
社
会
学
辞
典
」
、

東
京
・
一
九
六
九
、
三
六
二
’
三
六
三
頁
）

こ
の
社
会
人
類
学
は
、
も
と
も
と
未
開
民
族
の
機
能
主
義
的
研
究
を
契

機
と
し
て
発
展
し
た
学
問
で
あ
る
が
、
こ
の
原
理
は
そ
の
ま
ま
現
代
社
会

に
お
い
て
も
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
歴
史
的
研
究
に
お
け
る
社
会

人
類
学
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以
が
あ
る
。

こ
の
様
な
社
会
人
類
学
の
方
法
論
で
研
究
を
進
め
て
い
く
と
き
、
こ
こ

に
二
つ
の
重
要
な
問
題
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
社
会
学
の
研
究

三

で
現
代
の
人
類
学
に
役
立
つ
方
法
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、

社
会
人
類
学
の
よ
り
詳
細
な
特
質
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
問
題
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
社
会
現
象
の
研
究
と
い
う
こ
と
が
近

道
で
あ
る
。
そ
の
社
会
現
象
と
い
う
こ
と
は
社
会
的
構
造
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
そ
の
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
、
例
え
ば
、
社
会
関
係
・
芸
術
・

宗
教
・
文
明
な
ど
の
詳
し
い
分
析
を
通
じ
て
の
み
明
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
て
、
社
会
構
造
分
析
方
法
の
詳
細
な
特
質
に
つ
い
て
の
検
討

と
そ
の
批
判
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、

個
人
や
集
団
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
種
套
の
形
態
の
分
析
で
あ
る
。
｝
」
こ

で
先
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
社
会
構
造
に
二
つ
の
要
素
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
社
会
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
僧

伽
の
定
住
し
た
場
所
を
詳
し
く
調
。
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
に
な
る
。
そ

れ
が
第
二
章
の
内
容
で
あ
る
。
第
二
の
要
素
は
そ
こ
に
見
ら
れ
る
人
間
関

係
で
あ
り
、
そ
れ
が
第
三
章
に
お
い
て
詳
し
く
究
明
さ
れ
る
。

第
二
章
「
住
居
の
形
態
」
は
、
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
人
間
間
係
の
な
さ
れ
る
場
所
と
の
関
係
を
先
ず
明
か
に

す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
論
究
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、

佛
陀
や
そ
の
弟
子
達
が
生
活
し
た
村
や
町
に
お
け
る
彼
ら
の
生
活
と
し
て

見
出
さ
れ
る
。
そ
の
生
活
の
分
析
、
つ
ま
り
住
居
の
形
態
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
明
か
に
な
ろ
う
。

彼
ら
の
生
活
の
な
さ
れ
た
住
居
は
、
経
典
の
上
に
は
様
々
な
形
で
見
出

さ
れ
、
著
書
は
そ
の
二
を
残
ら
ず
こ
こ
に
あ
げ
て
、
そ
の
定
義
と
そ
こ

に
行
わ
れ
た
生
活
の
様
子
を
資
料
を
あ
げ
て
解
説
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

彊
日
砂
（
村
落
）
・
昌
鴨
目
騨
（
町
）
・
君
国
（
市
）
・
冒
侭
自
浄
（
都
市
）
、
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］
Ｐ
国
９
画
８
（
田
舎
）
、
更
に
旨
猪
呂
冒
等
の
国
に
至
る
ま
で
の
分
析
が

な
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
様
々
な
場
所
が
資
料
に
よ
っ
て

は
っ
き
り
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
は
、

冒
昌
と
国
騨
彊
目
の
相
違
に
つ
い
て
は
唯
概
念
的
に
し
か
理
解
し
て
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
書
に
よ
っ
て
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
巨
樹
閏
騨
は
都
城
と
し
て
、
城
壁
に
囲
ま
れ
た
都

市
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
あ
る
場
合
に
は
城
壁
の
な
い
口
侭
胃
湧

も
あ
る
こ
と
を
資
料
に
よ
っ
て
指
摘
し
て
い
る
（
や
瞳
）
。
あ
る
い
は
、

魁
目
騨
に
お
け
る
家
族
関
係
や
。
ハ
ラ
モ
ン
集
団
、
ま
た
特
に
苛
口
９
画
目

に
お
け
る
人
間
関
係
を
詳
し
く
論
じ
て
次
の
第
三
章
へ
の
橋
渡
し
と
し
て

い
る
。
著
者
は
、
「
社
会
文
化
的
地
方
と
し
て
の
窟
国
名
且
ｐ
の
意
義
は

特
に
重
要
で
あ
る
」
令
．
誤
）
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
第
二
章
で
述
べ
ら
れ
た
様
交
な
諸
地
域
に
お
い
て
な
さ
れ
た
種
灸

な
る
内
的
人
間
関
係
を
明
さ
ん
と
す
る
の
が
第
三
章
、
「
社
会
集
団
と
階

級
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
本
書
の
中
心
と
も
な
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

の
中
に
著
者
の
傾
け
た
異
常
な
ま
で
の
情
熱
が
伺
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
佛
陀
時
代
の
社
会
集
団
に
お
け
る
様
灸
な
社
会
的
身
分

が
列
挙
さ
れ
分
析
さ
れ
る
。
そ
の
身
分
に
は
佛
陀
・
バ
ラ
モ
ン
・
居
士

（
唱
冒
冨
武
）
・
王
・
村
長
（
唱
昌
四
日
）
・
比
丘
・
ゥ
、
ハ
ソ
ク
等
種
会
の

も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
社
会
的
関
係
・
宗
教
的
関
係

・
政
治
的
関
係
な
ど
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
、

資
料
の
上
で
は
、
お
互
い
の
間
に
交
さ
れ
る
呼
び
名
を
調
べ
る
こ
と
が
近

道
で
あ
る
。
資
料
に
お
け
る
そ
の
実
例
が
少
弓
①
且
胃
で
あ
る
（
噌
虐
富

ｌ
ｇ
ｃ
。
こ
こ
で
は
、
資
料
の
上
に
現
わ
れ
た
、
呼
び
か
け
る
者
と
呼
び

か
け
ら
れ
る
者
と
の
間
に
交
さ
れ
た
呼
称
が
、
実
に
三
三
九
例
も
分
類
的

に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
実
に
精
力
的
な
労
作
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
の
部
分
の
資
料
的
価
値
は
高
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
分
類
に
よ
る
と
、
佛
陀
が
雨
〈
ラ
モ
ン
に
対
し
て
呼
ぶ
場
合
は
陣
‐

目
目
自
浄
、
比
丘
や
ウ
簿
ハ
ソ
ク
に
対
し
て
は
直
接
に
名
前
を
呼
び
、
比
丘

同
志
の
お
互
い
の
呼
名
は
習
扁
○
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
呼
称
が
定
形
化

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
料
に
み
ら
れ
る
対
人
関
係
の
呼
称
に
よ
っ
て
お

互
い
の
身
分
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
付
録
に
お
け
る
分
析
の

成
果
が
第
三
章
の
内
容
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
様
な
社
会
構
造
と
人
間
関
係
の
問
題
を
、
社
会
人
類
学
的
に
更

に
追
求
す
る
な
ら
ば
、
次
の
三
つ
の
問
題
が
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
一
は
社
会
に
お
け
る
役
割
と
し
て
の
人
間
関
係
、
つ
ま
り
ロ
ー
ル
プ
レ

イ
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
二
は
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
機
能
の
問
題
、

第
三
は
社
会
的
連
繋
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
第
三
の
問
題
に
つ
い
て
、
経

済
構
造
に
対
す
る
血
縁
関
係
と
い
う
大
き
な
問
題
が
出
て
く
る
。
こ
こ
に

第
四
草
と
第
五
章
が
成
立
す
る
。

第
四
章
「
家
族
関
係
と
結
婚
」
は
第
三
章
に
お
け
る
社
会
的
人
間
関
係

の
特
殊
化
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
在
家
者
に
と
っ
て
、
家
族
関
係

は
社
会
関
係
以
上
に
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
家
族
関
係
は
社
会
に
お
け

る
人
間
関
係
の
最
小
単
位
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
の
基

礎
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
に
は
愛
憎
の
渦
巻
く
深
淵
も

あ
る
。
有
名
な
王
舎
城
の
悲
劇
の
物
語
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
生
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
佛
陀
自
身
も
、
こ
の
血
縁
関
係
に
最
も
悩
ま
れ
た
人
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以
上
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
。
本
書
を
通
読
し
て
先
ず
感
ず
る
こ

と
は
、
そ
の
方
法
論
が
非
常
に
先
駆
的
な
試
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

論
旨
が
実
に
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
序
論

に
於
て
研
究
の
方
法
を
論
じ
、
本
論
を
、
社
会
構
造
と
人
間
関
係
の
二
両

か
ら
追
求
し
て
、
そ
れ
を
第
二
、
第
三
章
と
し
、
人
間
関
係
の
中
で
血
縁

関
係
と
職
業
の
問
題
を
特
に
論
究
し
て
第
四
、
第
五
章
に
し
た
と
い
う
こ

と
は
実
に
無
駄
の
な
い
見
事
な
論
旨
の
展
開
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
か
く
ま
で
綿
密
な
研
究
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

で
あ
っ
た
。

そ
の
様
な
立
場
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦
な
ど
の
関
係

が
資
料
的
に
究
明
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
家
族
以
外
の
親
戚
関
係
や
近
親

相
姦
の
問
題
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
家
族
関
係
の
根
底
に

あ
る
結
婚
問
題
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
、
日
ロ
冒
言
時
員
一
時
的
夫
婦
関
係
）

か
ら
習
豐
鱒
‐
急
国
富
（
嫁
取
り
嫁
や
り
）
に
至
る
ま
で
の
当
時
の
色
ん

な
結
婚
の
形
態
、
そ
し
て
血
統
・
家
系
・
皮
膚
の
色
・
血
縁
か
ら
カ
ー
ス

ト
の
問
題
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

以
上
の
様
に
、
佛
教
社
会
の
人
間
関
係
で
最
も
重
要
な
部
分
を
浪
ず
る

も
の
は
血
縁
シ
ス
テ
ム
、
そ
の
中
で
も
特
に
家
族
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
の

家
族
は
経
済
関
係
の
位
置
づ
け
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
産
分
配
活

動
に
従
事
し
て
い
る
家
族
が
経
済
活
動
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
と
し
て
い
か

な
る
と
こ
ろ
で
そ
の
機
能
を
果
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
究
明
し
よ
う

と
す
る
の
が
、
最
後
の
第
五
草
「
職
業
の
区
分
」
で
あ
る
。

四

ひ
と
え
に
、
著
者
の
大
胆
な
資
料
の
選
択
に
よ
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が

あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
我
々
が
佛
教
を
研
究

を
す
る
上
に
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
佛
教
を
研

究
し
よ
う
と
し
て
、
先
ず
戸
惑
う
こ
と
は
、
そ
の
資
料
の
彪
大
さ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
著
者
は
、
佛
教
社
会
学
の
研
究
に
は
最
も
重
要
な
資
料
と
も

思
わ
れ
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
さ
え
も
、
資
料
的
に
新
し
い
と
の
理
由
で
、
故

意
に
資
料
に
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
本
書
の
短
所
と
も
な
っ
て
い
る

か
と
も
思
う
。
著
者
は
先
ず
資
料
選
択
の
基
準
に
資
料
の
新
旧
の
問
題
を

あ
げ
て
い
る
が
、
著
者
が
特
に
選
ん
だ
六
種
の
資
料
の
中
で
も
、
最
近
の

経
典
史
研
究
の
成
果
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
が
ジ
ャ
ー
タ
カ

よ
り
古
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
同
じ
様
な
こ
と
が
六
種
以
外
の

他
の
経
典
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
一
つ
言
う
な
ら
ば
、

著
者
の
選
択
し
た
六
種
の
パ
ー
リ
聖
典
以
外
の
。
〈
－
リ
の
資
料
に
も
、
あ

る
い
は
ま
た
、
大
乗
経
典
の
中
に
も
当
時
の
社
会
状
況
を
知
る
上
に
貴
重

な
資
料
が
あ
る
。
勿
論
、
資
料
の
限
定
と
い
う
こ
と
は
研
究
上
や
む
を
え

な
い
こ
と
で
あ
る
か
、
更
に
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
資
料
の

経
典
史
的
意
味
を
よ
く
吟
味
し
て
、
こ
こ
に
出
た
成
果
と
照
し
て
み
る
作

業
も
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
著
者
は
歴
史
的
研
究
に
自
ら

限
界
の
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
「
願
わ
く
ば
、
以
上
述
べ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
と
テ
ク
’
一
ツ
ク
が
歴
史
的
研
究
の
新
ら
し
く
し
て
興
味
深
い
方
向
を
示

す
も
の
と
な
ら
ん
こ
と
を
」
（
弓
己
ｌ
巨
）
と
述
べ
る
。

ま
た
、
本
書
は
当
時
の
社
会
状
況
の
分
析
と
分
類
に
終
始
し
た
論
文
で

あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
分
析
の
成
果
を
あ
る
目
的
の
た
め
に
応
用
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し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
重
点
を
お
か
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
人

間
誰
し
も
幸
福
を
求
め
ん
と
す
る
。
そ
の
人
間
関
係
の
間
に
も
当
然
そ
う

い
う
努
力
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
の
対
人
関
係
と
い
う
も

の
は
醜
さ
に
充
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
社
会
的
人
間
関
係
の
中
に
幸

福
と
い
う
適
応
の
道
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
が
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
関
係
で

あ
る
。
そ
こ
に
宗
教
の
成
立
し
た
地
雌
が
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ

に
分
析
さ
れ
た
様
之
な
人
間
関
係
の
中
に
、
更
に
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
関
係
の

究
明
と
い
う
も
の
も
望
ま
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
原
始
佛
教
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
広
く
佛
教
と
い
う
も
の

を
具
体
的
社
会
構
造
と
い
う
点
か
ら
理
解
せ
ん
と
す
る
者
に
と
っ
て
必
携

の
書
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

（
ｚ
胃
①
昌
骨
騨
君
四
四
①
皿
ｍ
Ｏ
Ｂ
ｇ
『
胃
汁
け
①
目
言
］
の
具
昏
①
団
員
。
ロ
ゴ
四
・
局
○
回
戸
置
『

甸
片
己
肉
曾
、
曰
曽
〕
》
園
○
門
ロ
ウ
④
〉
武
》
胃
や
ｍ
・
勺
唱
い
程
吟
）
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