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ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
人

々
が

「
家

族

」

と

い
う

と

き

、

そ

こ

に

は
ど

の
よ

う

な
関

係

が

期

待

さ
れ

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
、

ま

た
、

そ

の
関

係

は

ど

の
よ

う

な
過

程

を

へ
て
作

り
上

げ

ら

れ

て
き

た

の
だ

ろ
う

か
。

本
稿

は

こ

の
よ

う

な
問

題

関

心

か

ら
、

オ

ー

ス
ト

リ

ア
農

村

に

お
け

る

具
体

的

な
家

族

の
例

を
記

述

し
、

考

察

す

る
も

の

で
あ

る
。

　

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
家

族

は
、

し
ば

し
ば

近

代

社

会

の

モ
デ

ル
を

構

成

す

る
要

素

と

し

て
位

置

づ

け

ら

れ

る
。

そ

れ

で

は

「
家

族

」

と

い
う

語

は
、

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

に

お

い
て

い

つ
ご

ろ

か

ら
用

い

ら
れ

る

よ
う

に
な

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

オ

ッ
ト

ー

・
ブ

ル

ン

ナ

ー
は
、

有

名

な
論

文

の

一
節

で
次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る
。

　

　

家

族

と

い
う

こ
れ

ほ

ど

自

明

の

こ
と
が

ら

に

つ

い
て

ド

イ

ッ
語

が

固

有

の

こ
と

ば

を

も

っ
て

い
な

い
と

い
う

こ
と

は
、

そ

れ

だ

け

で
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も
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
と

っ
て
極
め
て
異
様
な
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
で
も
な
い
家
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
…
:
⊥

八
世
紀
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、

フ
ァ
ミ
ー
リ
エ
と
い
う
こ
と
ば
が
ド
イ
ッ
人
の
日
常
語

に
は
い
っ
て
き
て
、
わ
れ
わ
れ
が

　
　
今
日
そ
れ
に
結
び

つ
け
て
い
る
独
特
の
情
感
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
前
提
と
な

っ
た
の
は
、
明
ら
か
に
、
総
体
と
し

　
　
て
の
家
か
ら
、
よ
り
小
さ
な
都
市
の
小
家
族
が
解
き
放
た
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
…
…
今
や
家
が
経
営
と
家
庭
に
分
裂
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(1
)

　
　
た
こ
と
に
よ
り
、
経
営
の

「合
理
性
」
と
家
族
の

「情
緒
性
」
が
対
峠
す
る
よ
う
に
な

っ
た

[ブ
ル
ン
ナ
:
　

一
九
七
四
、

一
六

一
]。

　
ブ

ル
ン
ナ
ー
は
、
「
家
」
と

「
家
族
」

に
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
と
新
し
い
市
場
経
済
と
の
対
比
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て

い

る
。
こ

こ
で
、
「
家
」
と
は
農
村
に
見
ら
れ
る
家
政
11
農
業
活
動

の
全
複
合
体
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「家
族
」
に
つ
い

て
、
ブ

ル
ン
ナ
ー
は
ほ
と
ん
ど
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
俗
社
会
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
家
族

と
い
う
語
に
つ
い
て

は
、

い
ま
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
ば
し
ば
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
わ
れ
る
家
族

の

「
情
緒

性
」
も
、
多
く
の
人
に
と

っ
て
は
か
な
り
あ
い
ま
い
な
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
。

　

私
が
調
査
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
農
村
で
は
、
日
常

の
生
活
を
共
同
に
す
る
人

々
の
集
団
を
示
す
語
と
し
て

「
家
族
」
国
⇔日
臣
①
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
「
家
族
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
写
真
を
示
し
て

「
家
族
だ
」
と

い
う
場

合
が
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
写
真
に
は
、
た
い
て
い
他
出
し
た
子
弟
が
含
ま
れ
て
い
る
。
話
し
こ
と
ば

で
も
な
い
が

「家
族
」
と
い
う
語

が
常
套
的
に
用
い
ら
れ
る
例
と
し
て
は
、
手
紙
の
宛
名
が
あ
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
や
復
活
祭
そ
の
他
の
祝
日
は
、
親
し

い
者

に
カ
ー
ド
を
出

す
機
会
で
、
宛
名
に
は
好
ん
で

「○
○

の
家
族

へ
守
日
島
⑦
　
×
×
×
×
」
と
書
く
。
そ
の
場
合
、
家
族

の
名
前
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る

固
有
名
詞
は
女
性

の
名
前
で
、
た
と
え
ば

「
マ
リ
ア
　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
家
族

へ
」
と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ
る
。
名
前

を
宛
名
と
し
て
書
か

れ

る
女
性
は
、
主
婦

の
場
合
も
世
帯
主
の
母
親

の
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
宛
名
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
女
を
中
心
と
し
た

複

数
の
人
々
で
あ
る
。
宛
名
と
し
て
書
か
れ
る
女
性
が
世
帯
主
の
母
親
で
あ
る
場
合
、
想
定
さ
れ
て
い
る
者

の
範
囲
は
、
彼
女
と
彼
女

の

夫
、
子
供
で
あ
る
世
帯
主
と
そ
の
妻
子
、
さ
ら
に
他
出
し
た
子
供

(世
帯
主
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
)
と
そ
の
配
偶
者
お
よ
び

子
ど
も
ま
で
広
が
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る
。
す
な
わ
ち
、
母
親

の
名
前
を
冠
し
た

「家
族
」
と
し
て
、
複
数
の
世
帯
に
ま
た
が
る
人
々
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

同
じ
差
出
人
が
同
じ
内
容

の
カ
ー
ド
を
、
世
帯
主
の
母
親

の
名
前
を
冠
し
た
も
の
と
、
同
じ
家
屋
に
住
む
世
帯
主
の
妻

の
名
前
を
冠
し
た

も

の
と
別
々
に
出
す
場
合
も
あ
る
。

こ
の
場
合
は
、

二
人
の
女
性
を
そ
れ
ぞ
れ
核
と
し
て
部
分
的
に
重
複
す
る
ふ
た
つ
の

「
家
族
」
が

意
図
さ
れ
て
い
て
、
世
帯
主
は
そ
の
双
方

に
所
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
々
が

「
家
族
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
例
を
具
体
的

に
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
「家
族
」
が
生
活
を
共
同

に
す

る

人

々
の
集
団
を
意
味
す
る
語
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
々
に
と

っ
て
、
「家
族
」
と
は
何
を
示
す
語
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「家
族
」

と
認
め
合

っ
て
い
る
人

々
は
た
と
え
生
活
を
共
同
に
し
な
く
て
も
、

相
互
的
な
行
為

を
と
も
な
う
ア
ク
シ
ョ
ン
・
グ

ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
事
例
を
具
体
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

人

々
に
と

っ
て

「家
族
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
語
な
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

調
査
地
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
、
ケ
ル
ン
テ
ン
州
の
N
教
区
で
あ
る
。
N
教
区
で
は

「
家
族
」

閏
⇔ヨ
農
①
と

「家
」
=
窪
。゚
と
い
う

語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
用
語
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

N
教
区
の

「
家
」

=
き
ω
と

い
う
語
は
、
ブ

ル
ン
ナ
ー
が

「
総
体
と
し
て
の
家
」
'な
い
し

「
全
き
家
」

9
。。
σq
碧
N①
=
舜。
霧

と
呼
ん
だ

家
政
H
農
業
活
動
の
複
合
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を

「家
」
と
表
記
す
る
。
「家
」
は
、
土
地
、
建
物
、
家
畜
、農
機

具
、
そ
こ
に
住
む
人
々
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
。
日
常
生
活

の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
、
「家
」

と
い
う
語
が
土
地
や
家
屋
な
ど

の

財
産
を
示
す
語
と
し
て
、
あ
る
い
は
人
々
の
集
団
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
重
要
な

の
は
、
農
業
経
営
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(2
)

単
位
と
な
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
セ
ッ
ド
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
「家
族
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
記
述
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
本

稿
で

「
家
族
」
と
表
記
す
る
の
は
、
調
査

地
の

人

々
が
家
族

閃
①
巨
一δ

と
い
う
場
合
に
限
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
日
常

の
生
活
を
共
同
に
す
る
人
々
の
集
団
を
さ
す
語
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
)

生
活
共
同
集
団
を
用
い
る
。
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次
章
か
ら
は
、
ま
ず

「家
族
」
が
ど
の
よ
う
な
集
ま
り
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
、

つ

づ

い
て
そ
れ
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
過
程
を
跡
づ
け
て
い
く
。
こ
の
記
述
を
通
し
て
、
「家
族
」
が
生
活
共
同
集
団
を
示
す

も

の

で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
を
共
有
す
る
複
数
の
生
活
共
同
集
団
の
間

の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
次
に
、
「
家
族
」
を
地
域

の
社

会

的

・
経
済
的
な
動
態
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
サ
ー
ビ
ス
を
共
有
す
る

「家
族
」
は
、
ほ
ん
ら
い
は

「
家
」
と
い
う

一
個

の
生
活
共
同
集
団
の
成
員
間
の
関
係
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
今
日
の
社
会
変
化

の
文
脈
に
お
い
て
複
数
の
生
活
共
同
集
団
問
に
結
ば
れ
る

関
係
と
し
て
現
れ
て
き
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
奉
公
人
制
度
が
少
な
か
ら
ず
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
結
章
で
は
、
今
日
地
域

社
会
に
お
い
て
展
開
し
つ
つ
あ
る
問
題
を
、
「家
族
」
と
い
う
関
係
か
ら
読
み
と
く
可
能
性
を
示
唆
し
て
、
む
す
び

に
か
え
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
具
体
的
な

一
つ
の
事
例
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
詳
細
に
と
り
あ
げ
る
と
い
う
方
法
を
と

っ
て
い
る
。
そ
れ
は

個
別
の
事
象
を
綿
密
に
、
社
会
的
な
文
脈

の
中
で
記
述
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
事
例

の
数
が
限
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
も
、
遠
近
画
法
の

よ
う
に
立
体
的
な
記
述
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

二
　
N
教
区
に
お
け
る

「
家
族
」

　

ニ
ー

一　

「
Z

の
家

族
」
　

　

家

庭

内

的

サ

ー

ビ

ス

の
共

有

　

こ

こ
で

と

り

あ
げ

る

「
家

族

」

は

「
Z

の
家

族

」

と

呼

ば

れ

て

い

る

(
図
-
参
照
)
。

Z

は

一
九

〇

一
年

に
生

ま

れ

た

女
性

の
名

前

で

あ

る
。

彼

女
が

出

産

し

た

一
三
人

の
子

供

の
う

ち
、

三

人

は
出

産

後

ま

も

な

く

死

に
、
　

一
〇

人

(
a
～
ー
)

が

成

人

し

た
。

ま

た
、

娘

b

と

娘

e
が

未

婚

で
子

供

を
出

産

し
、

Z

は

こ

璽

二
人

の
孫

(
k

.
-
)
も

養

育

し

た
。

年

齢

差

か
ら

み

る
と
、
　

a

・
b

と

i

・
ー

は

キ

ョ
ウ

ダ

イ

だ
が

親

子

の

よ
う

で
あ

っ
た

し
、

h

・
i

・
ー

と

k

は

オ
ジ

・
オ
バ

と

メ
イ

の
関

係

だ

が

キ

ョ
ウ

ダ

イ

の
よ
う

で
あ

っ
た
。

同

じ

よ

う

に

ー
と

k

は
そ

れ

ぞ

れ

ー

の

ナ
バ

で
あ

り

イ

ト

コ
で
あ

る
が
、

親

子

の
よ

う

で

あ

っ
た
。

し

か

し
、

Z

と

の
関

係

に

お

い

て

は
、

a
～

1

の

=

一人

が

Z
を

母

と

す

る

キ

ョ
ウ

ダ

イ

と

し

て
養

育

さ

れ

た
。

彼

ら

は
順
次

結

婚

し
、

そ

れ

ぞ

れ

が

N

教

区

の
周

辺

に
家

を

建

て
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て
、
新
し
く
生
活
共
同
集
団
を
形
成
し
た
。
コ
Z
の
家
族
」
は
、

こ
れ
ら

=

一
の
生
活
共
同
集
団
か
ら
構
成
さ
れ
、
「家
族
」
と
し
て
a
～

1
と
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
お
よ
び
子
供
を
含
ん
で
い
た
。

さ
ら
に
、

a
～
1
の
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供

(Z
の
孫
)
が
結
婚
し
て
新
し
く
生
活

共
同
集
団
を
形
成
す
る
と
、
そ

の
配
偶
者
や
子
供
も

「
Z
の
家
族
」
に
と
り
こ
ま
れ
、
こ
う
し
て

「
Z
の
家
族
」
は
次
第

に
拡
大
し
て
い

っ
た
。

　

一
九
八
六
年

に
Z
が
亡
く
な

っ
た
と
き
、
Z
に
は

一
〇
人
の
子
供
(
a
～
ー
)、
五

一
人
の
孫
(
k
.
-
を
含
む
)、
四
六
人
の
曾
孫
示

あ

っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
を
合
わ
せ
て

「
Z
の
家
族
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
人
々
は
、
こ
の
段
階
で

一
〇
〇
人
以
上

に
達
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
Z
の
家
族
」
が
拡
大
し
て
い
っ
た
時
期
に
は
、
Z
の
夫
Y
は
す
で
に
亡
く
な

っ
て
い
た
。

「
Z
の
家
族
」
に
関
す

る
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
「
家
族
」

の

一
員
と
し
て
Y
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
Z
の
家
族
」
と
い
う
意
識
は
、
Y
の
死

後
、
未
亡
人
と
な

っ
た
Z
を
中
心
と
し
て
強
く
な

っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は

「
家
族
」
が
、
子
供
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
共
同

集
団
を
結
び
つ
け
る
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
家
族
」

を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
共
同
集
団

の
間
に
、

実

際

に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ

っ
た
の
か
、
述
べ
て
い
こ
う
。

　

「
Z
の
家
族
」
と
い
う
の
は
、
単
に
親
子
関
係
を
系
譜
で
た
ど

っ
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
能
動
的
に
互
い
を

「
家
族
」
と
意
識
し

て

い
る
人

々
の
結
び

つ
き
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
Z
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
交
換
を
行
な

っ
た
。
い
つ

誰
が
く
る
と
決
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
曜
日
の
午
後
に
は
、

つ
ね
に
二
〇
人
～
三
〇
人
が
Z
の
も
と
に
集

ま

っ
た
。
そ

れ

は

「
Z
の
家
族
」

の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
互
い
に
確
認
す
る
機
会
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な

「
日
常
的
な
」
機
会
と
は
別
に
、

Z

の
誕
生
日
、
母

の
日
な
ど

の
特
定

の
機
会
に
は
、

一
〇
〇
人
近
く
が
Z
の
も
と
に
集
ま

っ
て
祝
い
を
し
た
。

　

母
の
も
と
で
顔
を
合
わ
せ
た
キ

ョ
ウ
ダ
イ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
生
活
で
必
要
な
も
の
、
不
要
に
な

っ
た
も
の
の
交
換

を
行
な

っ
た
。
子
供

の
学
校
用
品
や
玩
具
、
衣
服
な
ど
の
交
換
が
ひ
ん
ば
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
品
物
の
や
り
と
り
ば
か
り
で
な
く
、
互

い
の
子
供
の
育
児

・
養

育
や
病
人
の
介
護
も
、
キ

ョ
ウ
ダ
イ
の
生
活
共
同
集
団
に
お
い
て
代
行
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
養
育
や
介
護
の
肩
代
わ
り
は
短
期
間
だ
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1943年の結婚

婚姻によらない夫婦関係による子供

出生後まもなく亡 くなった子供

生年1901年、没年1986年の女性

図1　 「Zの 家族」 の系譜 関係

け
の
場
合
も
あ

っ
た
が
、
長
期
に
わ
た
る
場
合
も
あ

っ
た
。
後
者
の
場

合
、
育
て
ら
れ
た
ナ
イ

・
メ
イ
と
育
て
た
オ
ジ

・
オ
バ
は
、
親
子
関
係

に
な
く
て
も
相
互
に
親
子
の
よ
う
な
親
し
い
関
係
を
維
持
し
、
や
が
て

オ
イ

・
メ
イ
が
独
立
し
て
自
己
の
生
活
共
同
集
団
を
形
成
し
て
か
ら
も

強

い
関
係
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
オ
イ

・

メ
イ
が
オ
ジ

・
オ
パ
の
も
と
で
養
育
さ
れ
た
こ
と

に
対
し
て
、
ほ
と
ん

ど
否
定
的
な
意
識
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
i
と
ー
の
あ
い
だ
に
は
、
育
児

・
養
育
を
介
し
た
密
接

な
関
係
が
続
い
て
い
る
。
1
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
Z
の
も
と
に
引
き
取
ら

れ
て
養
育
さ
れ
た
。
1
は
小
学
校
を
卒
業
し
た
後

は
都
市
に
あ
る
学
校

の
寮
に
は
い
り
、

一
六
歳
の
と
き
N
教
区
に
も
ど

っ
た
。
そ
の
後
は
オ

バ
に
あ
た
る
ー
の
も
と
で
、
i
の
二
人
の
子
供

の
兄
と
し

て

生

活

し

た
。
二
二
歳
の
と
き
結
婚
し
て
、
1
の
妻
が
相
続
す
る
予
定

の
家
屋
に

生
活
共
同
集
団
を
形
成
し
た
。
こ
の
家
屋
は
ー
の
家

の
す
ぐ
近
く
に
あ

る
。
1
も
ー
の
妻
も
日
中
働
い
て
い
る
た
め
、
1

の
子
供

の
世
話
は
、

1

の
妻

の
母
と
ー
が
か
わ
る
が
わ
る
見
て
い
る
。

i
に
と

っ
て
ー
は
息

子
、
1

の
子
供
は
孫
同
然
だ
と
い
う
。
ま
た
、
1

の
子
供
の
洗
礼
親
は

ー
の
息
子
で
、
i
の
二
人
の
子
供
と
ー
は
、
互
い
に
キ

ョ
ウ
ダ
イ
同
様

の
意
識
を
も

っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
a
～
1
の

「
キ

ョ
ウ
ダ
イ
」
(オ
ジ
・
オ
バ
ー
ナ
ィ
・
メ
ィ
を
含
む
)
間
に
は
、
そ
の
と
き
ど
き
に
柔
軟

に
対
応
し
た
助
け
合

い
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は

「○
○
の
と
き
に
△
△
を
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
明
確
な
枠
組
み
に
規
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ

ば

か
り
で
な
く
、
場
合
に
よ

っ
て
は
あ
る
生
活
共
同
集
団
の
成
員
を
別
の
生
活
共
同
集
団
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
親
子
関
係
、
キ

ョ
ウ
ダ
イ
関
係
を
再
構
成
し
、
し
ば
し
ば
そ
れ
が
長
期
的
に
継
続
す
る
。
こ
の
よ
う
に
移
動
を
と
も
な
い
、
生
活
共
同
集
団
を
再
構
成
す

る
の
は
、
と
く
に
育
児

・
養
育
と
老
人
や
病
人
の
介
護
を
め
ぐ
る
助
け
合
い
の
場
合
で
あ
る
。
育
児

.
養
育
や
介
護

に
と
も
な
う
諸
行
為

を
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
語
で
総
括
し
よ
う
。

　

こ
こ
で
サ
ー
ビ
ス
と
表
現
し
た

一
連
の
諸
行
為
は
、
食
事
を
供
す
、
ベ
ッ
ド
を
提
供
す
る
、
清
潔
を
保

つ
、
子
供

の
し
つ
け
を
す
る
、

な

ど
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
、
非
常
に
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
活
共
同
集
団
内
部
に
お
い
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

諸
行
為

の
束
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
諸
行
為

・
諸
機
能
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
を
特
定
し
て
い
こ
う
と
す
る

試

み
が
、
生
活
共
同
集
団
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
で
と
り
あ

げ

ら
れ
る
諸
行
為

・
諸
機
能
は
、
際
限
も
な
く
細
分
化
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
私
が

サ
ー
ビ

ス
と
い
う
語
に
よ
っ
て
諸
行
為
を
総
括
す
る

意
図
は
、
何
と
何
を
行

っ
た
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
あ
る
行
為
を
め
ぐ

っ
て
ま
き
お
こ
さ
れ
る
当
事
者
の
間
の
関
係
を
動
態
的
に
把
握

し
た
い
、
と
い
う
ほ
ん
ら
い
の
問
題
関
心
に
も
ど
り
、
そ
れ
に
沿

っ
た
方
向
で
分
析
し
て
い
こ
う
と
す
る
た
め
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
意

図

か
ら
、
育
児

・
養
育
や
介
護

の
サ
ー
ビ

ス
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て

「
Z
の
家
族
」
に
お
い
て
、
1
が
出
生
し
た
と
き
に
e
が
自
己
の
生
活
共
同
集
団
を
形
成
し
て
い
れ
ば
、
1

の
養
育
と
い
う
サ
ー

ビ

ス
は
e
の
生
活
共
同
集
団

の
内
部
で
充
足
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
充
足
さ
れ
な
い
た
め
に
、
1

の
養
育
は
ま
ず
親
元

で
あ
る
Z
の
生
活
共
同
集
団
が
、

の
ち
に
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
で
あ
る
ー
の
生
活
共
同
集
団
が
肩
代
わ
り
し
た
の
で
あ
る
。

i
の
生
活
共
同
集

団
が
、
複
数

の
候
補
の
中
で
も
そ
の
時
点
で
も

っ
と
も
都
合
が
よ
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
あ
る
生
活
共
同
集
団
で
充
足
で
き
な

い
サ
ー
ビ
ス
が
、

「
家
族
」

に
お
い
て
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
代
行
は
助
け
る
生
活
共
同
集
団
と
助
け
ら
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れ

る
生

活

共

同

集

団

と

の

二
者

関

係

と

し

て

で

は
な

く

、

「
家

族

」

を
構

成

す

る
複

数

の
生

活

共

同

集

団

に
ょ

る

サ

ー

ビ

ス
の
共

有

関

係

と

し

て
考

え

る

こ
と

が

で

き

る
。

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
ひ

　

こ

の
よ

う

な

サ

ー

ビ

ス
を

め
ぐ

る

キ

ョ
ウ
ダ

イ
問

の
助

け

合

い
が
、

他

の
社

会

で
見

ら

れ

な

い
ほ

ど
特

異

だ

と

主
張

し

た

い
わ
け

で

は

な

い
。

し

か

し
、

サ

ー

ビ

ス
を
肩

代

わ

り
す

る
受

け

皿
が

つ
ね

に
用

意

さ

れ

て

い

る

こ
と
、

そ

れ

に
と

も

な

っ
て
生

活

共
同

集

団

へ
の
帰

属

を

ほ

と

ん

ど

問
題

に
す

る

こ

と

な

く

子
供

や
老

人

が

生

活

共

同

集

団

の
間

を

移

動

し

て

し
ま

う

こ
と

は
注

目

す

べ

き

で

あ

る
。

当

事

者

の
間

に
た

め

ら

い
が

ほ

と

ん

ど
見

ら

れ

な

い
こ

と

か

ら
、

こ

の

よ
う

な

サ

ー
ビ

ス

の
代

行

は
、

例

外

的

な

で
き

ご

と

で

は
な

く
、

社

会

的

に
認

め
ら

れ

た

行

為

と
考

え

る

べ

き

で

あ

ろ

う
。

　

さ

て
Z

の
没
後

、

「
Z

の
家

族

」

が

顔

を

合

わ

せ

る
機

会

は
ま

れ

に
な

っ
た
。

「
Z

の
家

族

」

は
、

Z
を

母

と

考

え

る
人

々

の
生
活

共

同

集

団

か
ら

構

成

さ

れ
、

育

児

・
養

育

や
介

護

と

い
う

サ

ー

ビ

ス
を
共

有

す

る

ア

ク

シ

ョ

ン

・
グ

ル

ー
プ

は
、

Z
を
核

と

し

て
形

成

さ

れ

て

い
た

。

Z

が

亡

く

な

り
、

こ

の

ア

ク

シ

ョ
ン

・
グ

ル
ー

プ

は
核

を
失

っ
た

の

で
あ

る
。

　

し

か
し
、

Z

が

亡

く

な

っ
た

と

き

に
は

す

で

に
次

世

代

の

「
家

族

」

が

ほ
ぽ

準

備

さ
れ

て

い

た
。

た
と

え

ば

Z

の
娘

i

に

つ

い

て
み

る

と

、

i

の
二

人

の
子

供

と

ー

が

ー

を
核

と

し

て
親

密

な

サ

ー

ビ

ス
共

有

関

係

を
形

成

し

て

い
る
。

i

の
子

供

は
未

婚

で
あ

る
が

、

す

で

に

結

婚

し
た

ー

の
妻

と

子

供

が

こ
れ

に
加

わ

っ
て

い
る
。

一
二

人

の
子
供

を
骨

子

と

し

た

「
Z

の
家

族

」

に

く

ら

べ

て
そ

の
構

成

人

数

は
少

　
　

　

　

　

L、乏

な

い
が

、

i
を

核

と

し

た

「
家

族
」

が

形

成

さ

れ

つ

つ
あ

る

と

い
え

よ

う
。

大
晦

日

や

Z

の
墓

参

り

な

ど

の
機

会

に

は
、

ー

・
k

・
c
も

、

そ

れ

ぞ

れ

の
配

偶

者

や

子

供

を

と

も

な

っ
て
ー

の
も

と

に
集

ま

っ
て
き

て

い
る
。

一
方

、

i

の
姉

a
を
核

と

し

た

「
家

族

」

も

、

別

に
形

成

さ

れ

て

い

る
。

a
の
夫

は

一
九

八

八

年

に
亡

く

な

り
、

a

の
九

人

の
子

供

は
、

長

子

が

四

六
歳

、

末

子
が

二

五
歳

に
達

し

て

い

る
。

a

の
子

供

た

ち

は
、

そ

れ

ぞ

れ

の
配

偶

者

や

子

供

と

と

も

に
、

Z

の
生

前

は
Z

の
も

と

を

訪

れ

て

い
た

が
、

Z

の
死
後

、

a

の
も

と

を
訪

れ

る

よ
う

に

な

っ
た
。

a
を
核

と

し
、

a
の
子

供

た

ち
を

骨

子

と

し

た

「
a
の
家

族

」

へ
と

移

行

し

て

い

る

の
で

あ

る
。

　

こ

の

よ
う

に

「
Z

の
家

族

」

は

Z

の
死

後

、

次

の
世

代

の
母

親

を

核

と

し
、

そ

の
子

供

た

ち

を

骨

子

と

し

た
複

数

の

「
家

族
」

へ
と
再



編
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
新
し
い

「
家
族
」
の
構
成
は

「
Z
の
家
族
」
と

一
部
で
重
複
し
な
が
ら
若

い
世
代

の
生
活
共
同
集
団
を
組
み
込
ん
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で

い
く
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
生
活
共
同
集
団
を
結
び

つ
け
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が

「家
族
」
と
い
う
名
で
形
成
さ
れ
、
再
編
成
さ
れ
る
過

程
は
、
夫
婦
と
未
婚

の
子
供
か
ら
成
る
生
活
共
同
集
団

の
家
族
周
期
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
夫
婦
と
未
婚

の
子
供
か
ら

成

る
生
活
共
同
集
団
に
お
い
て
は
、
子
供
が
結
婚
し
て
子
供
世
代

の
生
活
共
同
集
団
が
開
始
す
る
時
期
と
、
親
世
代

の
生
活
共
同
集
団
が

縮
小
し
て
い
く
時
期
が
重
な
り
合
う
。

こ
の
時
期
に
、
子
供
た
ち
の
生
活
共
同
集
団
が
母
親
を
核
と
し
て

「家
族
」
を
構
成
す
る
の
で
あ

る
。
「
Z
の
家
族
」
で
は
、
最
初
は
母
親

の
も
と
で
行
わ
れ
た
ー
の
育
児

・
養
育
サ
ー
ビ
ス
が
、
「家
族
」
と
い
う
名

の
も
と
に
や
が
て
ー

の
生
活
共
同
集
団
に
肩
代
わ
り
さ
れ
た
。
や
が
て
子
供
世
代
の
生
活
共
同
集
団
が
成
熟
し
、
孫
世
代
の
生
活
共
同
集
団
が
形
成
さ
れ
る
こ

ろ
に
、
そ
れ
ま
で

「
家
族
」
の
核
で
あ

っ
た
母
親

(祖
母
)
は
老
齢
に
な
る
。

老
齢

に
な

っ
苺

親

(祖
母
)
の
介
護
も
、
豪

族
L
の
中
で
も

っ
と
も
都
A
・
の
よ
い
生
活
共
星

団
蓬

ば
れ
て
、

そ
.、
毒

謬

受

け
入
れ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
娘

の
生
活
共
同
集
団
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
Z
は
ー
の
生
活
共
同
集
団
で
介
護
を
受
け
て
亡
く
な

っ
た
。

老
齢

の
母
親

の
介
護

は
、
彼
女
を
核
と
す
る

「家
族
」
が
サ
ー
ビ
ス
共
有
集
団
と
し
て
機
能
す
る
最
後
の
重
要
な
機
会
に
な
る
。

　

や
が
て
彼
女
は
没
し
、
彼
女
の
死
に
よ

っ
て
核
を
失

っ
た

「家
族
」
は
凝
集
力
を
失
う
が
、
そ
の
こ
ろ
に
は
彼
女

の
娘
が
核
と
な
る
次

世
代
の

「
家
族
」
が
す
で
に
輪
郭
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「家
族
」
の
現
出
と
家
族
周
期
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

の
ち
に
再
び
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
前
に
、

こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ

ス
共
有
関
係
が
形
成
さ
れ
る
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
ー

二
　
Z
の
子
供
た
ち
の
若
年
期
i

奉
公
と
世
帯
構
成

こ
こ
で
は
、
Z
の
子
供
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
若
年
期
を
過
ご
し
た
の
か
に
注
目
し
て
い
こ
う
。
そ
の
過
程
に
、
育
児

.
養
育
や
介
護
サ



11

ー
ビ
ス
を
肩
代
わ
り
す
る

「
Z
の
家
族
」
の
モ
デ
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

Z
の
夫
Y
は
森
林
労
働
者
と
し
て
賃
金
を
得
て
い
た
。
ダ
ム
建
設
現
場
で
働

い
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
妻
Z
と
彼
女

の
母
X
は
家
に
い
て

小

さ
な
畑
を
耕
し
、
乳
牛
1
頭
と
豚
2
頭
を
飼

っ
て
い
た
。
自
家
で
で
き
る
食
物
と
夫
の
稼
ぎ
だ
け
で
多
く
の
子
供

を
食
べ
さ
せ
て
い
く

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
空
間
も
な
か
っ
た
の
で
、
子
供
は
幼
児
期
ま
で
は
自
家
で
養
育
し
た
が
、

ま
も
な
く
他
家

へ
出

し
た
。

　

N
教
区
で
は
、
子
供
が
他
家
に
出
さ
れ
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
く
な
い
。
子
供
は
早
け
れ
ば
八
歳
で
親
元
を
離
れ
た
。
八
歳

の
子
供
は
農

家

に
ひ
き
と
ら
れ
て

「養

い
子
」
N
冨
算

言
α
と
呼
ば
れ
た
。
養

い
子
に
は
、
朝
、
牛
を
牧
地
に
つ
れ
出
し
、
夕
方
畜
舎
に
つ
れ
帰

る
仕

事

が
与
え
ら
れ
、
昼
間
は
学
校
に
行

っ
た
。
日
曜
日
は
、
朝
、
教
会
に
行

っ
た
あ
と
は
夕
方
ま
で
自
由
な
時
間
だ

っ
た
か
ら
、
午
後
は
し

ば

し
ば
親

の
も
と
に
帰

っ
た
。
養

い
子
は
、
こ
う
し
て
数
年
間
を
過
ご
し
、
小
学
校
を
終
え
た
。

　
多
く
の
牛
を
保
有
す
る
農
家
で
は
、
養
い
子
に
さ
せ
る
べ
き
仕
事
と
、
養
い
子
を
生
活
さ
せ
る
だ
け
の
食
物
お
よ
び
家
屋
の
空
間
的
な

余
裕
が
あ
る
か
ら
養

い
子
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
養
い
子
を
受
け
入
れ
た
農
家
は
、
子
供
を

「
親
に
か
わ

っ
て
養
育
し
学
校
に
行
か

せ

る
」

の
で
、
養

い
子
の
労
働
に
対
し
て
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
養

い
子
は
、
学
校
を
終
え
る
と
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
住
み
込
む
先
を
変
え
て
こ
ん
ど
は
奉
公
人

O
①
。。ぎ
俄
①
・内
昌
。
。窪
二
≦
①
αq
α

と
し
て

働

き
始
め
た
。
た
だ
し
、
農
家

の
奉
公
人
も
、
報
酬
と
し
て
は
食
事
と
衣
服
を
与
え
ら
れ
る
程
度
で
、
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
か

っ
た
。
養

い
子
と
奉
公
人
は
よ
く
似
て
お
り
、
年
齢
に
応
じ
た
ひ
と

つ
の
段
階
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
年
齢

に
よ
る
区

分

は
、
奉
公
人
と
な

っ
て
後
も
行
わ
れ
、
年
長

の
奉
公
人
を

「大
奉
公
人
」
0
8
ωω臣

⑦。
窪

・
0
3
。・。・日
mσq
鮎

年
少

の
奉
公
人

を

「小
奉

公
人
」
　
固
①冒
犀
昌
Φ
。窪

・
困

Φぎ
日
鋤αq
匹
と
呼
び
分
け
た
。

養
い
子
も
奉
公
人
も
労
働
を
条
件
と
し
て
住
み
込
む
点

で
共
通
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(5
)

い
ず
れ
も

一
年
～
数
年

で
点

々
と
生
活

の
場
所
を
変
え
た
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
は
、
養
い
子
は
広
義
の
奉
公
人
カ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(6
)

ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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(7
)

　

Z

の
子

供

た

ち

は
、

年

長

者

か

ら
順

に
他

家

へ
出

さ
れ

た
。

そ

の
過

程

を

世

帯

構

成

票

(
図

2
)

に
示

し

た
。

図

2

に

つ

い

て

説

明

し

よ
う

。

た

と

え

ば
、

a

は

一
〇
歳

か

ら

一
四
歳

ま

で
隣

の
教

区

の
農

家

で
生

活

し
、

続

い

て

N
教

区

の
農

家

に
移

っ
て
五

年

間
働

い
た

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(8
)

ち
、

一
九

四

三
年

に
結

婚

し

た
。

ま

た
、

k

に

つ

い
て
見

る

と
、

彼

は

b

の
産

ん
だ

子

供

(庶
子
)

だ
が

、

Z

の
も

と

で
養

育

さ

れ
、

b

は
、

出

産

後

も
農

家

奉

公

人

と

し

て
働

い
た
。

b

は
二

四
歳

の
と
き

結

婚

す

る
が

、

当

時

四
歳

の
k

は
そ

の
ま

ま

Z

の
も

と

に
留

ま

っ
た
。

一
九

五
六

年

、

b

は
第

二
子

を

と

も

な

っ
て
Z

の
も

と

に
も

ど

っ
た
。

夫

と

の
不
和

の
た

め

で
、

三

年

後

再

び

夫

の
も

と

に
も

ど

っ
た

が
、

こ

の
と

き

も

k

は

Z

の
も

と

に
残

っ
た
。

一
方

、

e

は
未
婚

だ

が

二

人

の
子
供

を
得

た
。

第

一
子

は

一
九

六

一
年

に

Z

の
も

と

で
出

産

し
、

e
は
す

ぐ

に
子

供

と

と

も

に
他

出

し

た
。

第

二

子

1

は
都

市

で
産

ま

れ

た
が

、

ま
も

な
く

Z

の
も

と

に

ひ
き

と

ら

れ

た
。

こ

の
よ

う

に
Z

の
生

活

共

同

集

団

の
成

員

ひ
と

り

ひ
と

り

の
移

動

を

具
体

的

に
書

き
込

ん

だ
世

帯

構

成

票

を
作

成

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

集

団

と

し

て

の

動

態

を
把

握

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

　

図

2

で
年

少

時

の
奉

公

先

に

つ

い

て
見

る
と
、

教

区

内

も

し

く

は
隣

接

す

る
教

区

で
、

と
く

に

キ

ョ
ウ
ダ

イ
が

同

じ

と

こ

ろ

に
奉

公

し

て

い

る
例

が

か
な

り
あ

る
。

b

・
f

・
9
、

ま

た

e

・
i

は
そ

れ

ぞ

れ
同

じ
農

家

に
奉

公

し

た
。

後

者

の
農

家

は
父

Y

の
姉

妹

の
婚

家

だ

っ
た
。

i

は
最

初

教

区

内

の
農

家

の
養

い
子

と

な

っ
た
が

、

そ

こ

で
う

ま

く

い
か

な

か

っ
た

の
で
、

か

つ
て
姉

e
が

奉

公

し

た
叔

母

の
家

に
移

っ
た

の

で
あ

る
。

こ

の

よ
う

に
年

少

の
子

供

の
奉

公

先

は
子

供

に
な

じ

み

や

す

い

こ
と

を
考

慮

し
、

親

元

か

ら
近

い
こ
と

、

事

情

が

わ

か

っ
て

い

る

こ

と
が

条

件

だ

っ
た
。

　

子
供

の
年

齢

が

高

く

な

り
、

ま

た
時

代

が

下

る

に

つ
れ

て
、

奉

公

先

は
N

教

区

の
周

辺

か

ら

遠
隔

の
都

市

へ
、

奉

公

の
内

容

は
農

業

奉

公

か

ら

工

場

や
建

設

現

場

の
労

働

へ
と
展

開

し

た
。

た

だ

し
そ

の
場

合

も

e

・
f

・
9

・
k

は
同

じ

工
場

で
働

き
、

や

め
る

と

き

も
同

時

に
N

教

区

に
帰

っ
た
。

彼

ら

は
都

市

で
も

一
緒

に
生

活

し

て

い

た
。

　

こ

こ
で
、

奉

公

に
よ

っ
て
変

動

す

る
生

活

共

同

集

団

の
構

成

と

生

活

共

同

集

団

の
成

員

数

と

の
関

係

を

注
意

し

て
み

よ

う
。

図

2
を

よ

く

見

る

と
、

夫

婦

に
次

の
子
供

(弟

な
い
し
妹
)

が

生

ま

れ

る
前

後

に
、

八
歳

以
上

に
達

し

た

子
供

(兄

な

い
し
姉
)

が

他

家

に
出

さ

れ

る
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なお、▲ ・▼ ・◆は、奉公 ・労働した先が同一であったことを示す。

。。:結婚

+:死 亡

y:他 出

一 特定の生活共同集団へ住み込み

胃昌 建設現場を移動する労働

…・夏季のホテルメイド

ア:他 農家の農業奉公

イ:他 家庭の家事奉公

ウ:遠 隔都市の工場労働

工:職 人奉公 ・教育

a:N教 区内

β:N教 区周辺

γ:遠 隔地

図2　 世 帯構成票　 Zの 生活共 同集団1922-1988
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と

い
う
パ
タ
ー
ン
が
見
い
だ
せ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
生
活
共
同
集
団
の
成
員
構
成
は
変
わ
る
が
、
人
数
は
ほ
ぼ

一
定

に
保
た
れ
る
こ
と
に

な
る
。
生
活
共
同
集
団
の
人
数
を
年
ご
と
に
算
出
し
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
、
若
年
期
を
八
歳
、

一
三
歳
、

一
六
歳

で
区
分
す
る
こ
と
に

す

る
。
こ
れ
は
、
調
査
地
の
人
々
が

一
般
的
な
め
や
す
と
し
て
い
る
若
年
期

の
区
分
で
あ
る
。
八
歳
は
、
他
家
で
生
活
す
る
こ
と
が
可
能

表1　 Zの 生活共同集団の年齢区分別成員数

(5年 おき)

0-7劇8-12劇13-15歳16-19歳20歳 一墜 上

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

1

3

3

2

0
　
　0

　
　0
　
　0

　
　0

　
　(
U
　
　O

　
　O

　
　O

　
　O

　
　O

　
　O

　
　O

　
　(∪
　
　0

0

　
　0
　
　0

　
　0
　
　0

　
　湘⊥
　
0

　
　1
　
　0

　
　0
　
　0

　
　0

　
　∩
U　
O

　
　O

0

0

0

1

2

1

1

2

0

0

0

1

0

1

2

0

1

4

4

2

3

3

0

0

1

1

0

2

1

0

1922

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

・:1

1985

...

だ
と
考
え
ら
れ
る
最
少
の
年
齢
で
、

こ
れ
よ
り
前

に
自
家
を
出
さ
れ
る

例
は
ま
れ
で
あ
る
。

=
二
歳
は
養

い
子
か
ら
奉
公
人

へ
移
行
す
る
年
齢

で
、
自
家
で
生
活
す
る
子
供
の
場
合
も
、
そ
れ
ま
で
遊
び
と
し
て
や

っ

て
い
た
労
働
に
責
任
が
与
え
ら
れ
、
家
業
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

一
六
歳
に
な
る
と
、
期
待
さ
れ
る
仕
事
の
能
力
は
成
人
に
準
じ

　
　
　
　
　
(9
)

た
も
の
に
な
る
。
結
果
を
五
年
お
き
に
示
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。

　
表

1
で
特
徴
的
な
の
は
、
幼
児

の
数
に
比
べ
て
少
年
期
の
子
供
の
数

が
少
な
く
、
幼
児
数
人
が
ほ
と
ん
ど

つ
ね
に
成
員
と
し
て
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
少
年
期

の
子
供
が
少
な
い
の
は
、
こ
の
時
期
に
奉
公

に
出
る
た
め
で
あ
り
、
幼
児
が
継
続
的

に
生
活
共
同
集
団
内

に
存
在
す

る
の
は
、
幼
児
が
成
長
し
て
少
年
期
に
達
す
る
と
、
か
わ

っ
て
次

の
幼

児
が
養
育
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

全
体
と
し
て
生
活
共
同
集
団
の
成
員
数
は
ほ
ぼ

一
定
に
保
た
れ
て
い

る
。
ま
た
、
労
働
能
力

の
高

い
年
代
の
成
員
数
に
は
ほ
と
ん
ど
変
動
が

な
く
、
労
働
能
力
の
ほ
と
ん
ど
な
い
七
歳
以
下
で
若
干
の
成
員
数
の
変

動
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
生
活
共
同
集
団
全
体

の
労
働
能
力
も
縁
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奉公先の生活共同集団(男性)

　　　　〃　　　　　(女性)

結婚後の生活共同集団(男性)

1卵 姦区(畑

水力発電所ミ

力発電所

図3　 「Zの家族」を構成する生活共同集団の地理的分布

ぼ

一
定
に
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
o
た
だ
し
、

世
帯
構
成
票
で
見
る
と
、

一
九
五
五
年
か
ら
六
〇
年
代

に
か
け
て
は
、
成
人
の
数
が
増
加

し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
当
時
N
教
区
周
辺
で
始
ま

っ
て
い
た
水
力
発
電

所

の
建
設
に
と
も
な
い
、
自
家
か
ら
通
勤
で
き
る
場
所

に
賃
金
労
働

の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
と
、
こ
う
し

て
獲
得
し
た
現
金

に
よ
り
、

一
九
二
二
年
に
建
て
ら
れ

た
家
屋
を
改
築
し
て
空
間
的
な
余
裕
も
で
き
た
こ
と
が

関
連
し
て
い
る
。
f
と
9
は

一
九
六

一
年

に
遠
隔
地
の

工
場
を
や
め
て
N
教
区
に
帰
り
、
結
婚
す
る
ま
で
水
力

発
電
所
の
建
設
現
場
で
働
い
た
。
Y
も
、

こ
の
時
期
は

同
じ
建
設
現
場
で
働
い
た
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
、
子
供
を
奉
公
に
出
す
こ
と
は

生
活
共
同
集
団
の
成
員
数
を
調
節
す
る
制
度
で
あ
る
こ

と
を
見
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
奉
公
は
親
子

・
キ
ョ

ウ
ダ
イ
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
子
供
た
ち
は
幼
年
期
を
過
ぎ
る
と
自
家
を
離
れ
て
数
年
～
十
数
年
間
働
き
、
そ
れ
ぞ
れ
婚
出
し
た
の
で
、
子
供
が
親
元
で
生
活
す
る

期
間
は
非
常
に
短
か
っ
た
。
ま
た
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
は
次
々
と
奉
公
に
出
て
い
っ
た
の
で
、
彼
ら
が
成
長
の
過
程
で
日
常
生
活
を
と
も
に

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
は
、
日
曜
の
午
後
、
自
家
に
も
ど

っ
た
と
き
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で
、
そ
れ
も
帰
宅
の
日
時
を
約
束
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
か
ら
、
ひ
と
り
ひ
と
り
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
月

に
一
度
顔

を
あ
わ
せ
る
程
度
だ

っ
た
。
奉
公
先
の
待
遇
に
も
よ
る
が
、

こ
の
機
会
に
、
衣
服
の
洗
濯
替
え
や
ほ
こ
ろ
び
な
ど
の
世
話
が
行
な
わ
れ
た
。

　
奉
公
に
出
て
い
る
キ
ョ
ウ
ダ
イ
と
会
う
機
会
が
日
曜
日
の
午
後
に
限
ら
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
特
定
の
約
束

に
基
づ

く
も
の
で
は
な
く
、

流
動
的
で
あ
り
な
が
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た

「
Z
の
家
族
」
の
結
び
つ
き
と
よ
く
似
て
い
る
。
複
数
の
生
活
共
同

集

団
を
結
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
家
庭
内
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
相
互
に
行
う

「
家
族
」
と
呼
ば
れ
る
関
係
は
、
若
年
期
の
彼
ら
が
奉
公
先
か
ら
生

家

に
も
ど
り
、
母
親

の
も
と
で
家
庭
内
的
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
し
て
い
た
関
係
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「家
族
」

を
構
成
す
る
彼
ら
の
生
活
共
同
集
団
は
N
教
区
の
周
辺
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
点
を
地
図
上
に
示
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
彼
ら
が

年
少
の
と
き
に
奉
公
に
出
て
い
た
範
域
に
は
い
る

(図
3
参
照
)。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
ら
の
親
子
関
係

・
キ
ョ
ウ
ダ
イ
関
係
は
、
若
年
期

か

ら
奉
公
先
の
生
活
共
同
集
団
と
親
元
の
生
活
共
同
集
団
の
間
に
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
後

に
複
数

の
生
活
共
同
集
団
を
結
ん

だ

サ
ー
ビ

ス
共
有
関
係
を
形
成
す
る
伏
線
に
な

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
共
有
関
係
が

「家
族
」
と
呼
ば
れ

る

の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

ニ
ー
三
　
生
活
共
同
集
団
の
創
設

(1
)　
　

家
族
周
期
と
サ
ー
ビ
ス
の
共
有

　
前
節
で
、
「家
族
」
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
生
活
共
同
集
団
問
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
、
次

に
そ
の
ひ
と
つ
ひ

と

つ
の
生
活
共
同
集
団
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
の
か
見
て
い
き
た
い
。
生
活
共
同
集
団

の
家
族
周
期
か
ら
探

っ
て
い
っ
て
み

よ
う
。

　

Z
は

一
九
二
二
年
に
Y
と
結
婚
し
た
。
結
婚
後
住
ん
だ
家
屋
は
Y
が
建

て
た
も
の
で
、
そ
の
土
地
は
Z
の
母
X
の
も

の
だ

っ
た
。
Z
の

父

(X
の
夫
)
は
農
民
だ

っ
た
が
早
く
亡
く
な
り
、
Z
の
弟
夫
婦
が

「
家
」
を
相
続
し
た
。
相
続

に
際
し
て
土
地

の

一
角
を
分
与

さ

れ

た

X
は
、
こ
れ
を
娘
の
Z
夫
婦
に
譲

っ
て
自
分
も
と
も
に
生
活
し
た
。
Y
は
森
林
や
建
設
現
場
で
働

い
た
。
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図4　 世 帯構成票　 iの 生活共同集団1967-1988

　
こ
の
生
活
共
同
集
団
は
、

一
九
八
六
年
の
Z
の
死
に
よ

っ
て
ひ

と

つ
の
世
代
が
終
焉
し
た
。
同
じ
家
屋
で
、
す
で
に

一
九
七
六
年

に
次
世
代
の
h
の
生
活
共
同
集
団
が
開
始
し
た
。
こ
の
と
き
、
Z

の
夫
Y
は
す
で
に
没
し
、
他
の

一
一
人
の
子
供
は
す
べ
て
他
出
し

て
い
た
。
前
世
代

の
家
族
周
期
と
次
世
代
の
家
族
周
期
は
母
親
Z

の
存
在
に
よ

っ
て

一
〇
年
間
重
な

っ
て
い
る

(図
2
参
照
)。

　
他
出
し
た
子
供
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
生
活
共
同
集
団
を
創
設
し
た
.

そ
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
ー
の
例
を
と
り
あ
げ
よ
う
(図
4
参
照
)。

　
i
は
九
歳
か
ら
奉
公
に
出
て
、

一
九
六
七
年

に
結
婚
し
た
。
夫

は
N
教
区
の
農
家
の
非
相
続
者
で
、
i
の
弟
ー
と
と
も
に
早
く
か

ら
建
設
現
場
で
働
い
て
い
た
。
i
夫
婦
は
結
婚
後
数
年
間
は
N
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(10
)

区
に
あ
る
公
共
住
宅
に
間
借
り
し
た
が
、

一
九
七

一
年

に
現
在
住

ん
で
い
る
家
屋
を
買

い
、

一
九
七
六
年
か
ら
住
み
始
め
た
。
こ
の
家
屋
は
、
夫
の
兄
夫
婦
が
建
築
途
中
だ

っ
た
も

の
で
、
そ
の
後
、
壁
の

塗
装
や
階
上
の
建
築
な
ど
、
夫
ぶ

ほ
と
ん
ど
自
分
で
家
づ
く
り
を
し
、
五
年
後
に
住
め
る
状
態

に
な

っ
た
。

　
夫
は
二
〇
年
間
、
他

の
州
や
ド
イ
ッ
な
ど
の
遠
隔
地
の
建
設
現
場
で
働
い
た
。
建
設
労
働

は
昼
と
夜
の
シ
フ
ト
制

で
、

一
〇
日
間
昼
間

の
シ
フ
ト
で
働

い
て
五
日
間
休
み
、

一
〇
日
間
深
夜
シ
フ
ト
で
働
い
て
五
日
間
休
む
繰
り
返
し
で
あ
る
。
遠
隔
地
の
現
場
で
働

い
て
い
る

と
き
は
、

シ
フ
ト
の
間

の
休
み
と
年
二
回
の
休
暇

(夏
季
と
ク
リ
ス
マ
ス
に
二
週
間
ず
つ
)
以
外
は
自
家
に
掃
れ
な
い
の
で
、

い
わ
ゆ
る
出
稼

ぎ
家
庭
に
な

っ
た
。
夫
の
留
守
中
、
i
は
二
人
の
子
供
を
と
も
な

っ
て
Z
を
訪
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
成
員
が
過
少
な
ー
の
生
活
共
同
集
団

に
、

一
九
八
〇
年
、
学
校
を
終
え
た
ー
が
加
わ

っ
た
。
出
稼
ぎ
の
た
め
に
不
安
定
に
な
り
が
ち
な
ー
の
生
活
共
同
集

団
に
と

っ
て
、
Z
を
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訪

れ
、
あ
る
い
は
ー
を
受
け
入
れ
る

「家
族
」

の
関
係
は
重
要
だ

っ
た
。
な
お
、

一
九
八
八
年
の
調
査
時
、
i
の
夫

は
毎
日
N
教
区
の
自

家

か
ら
建
設
現
場
に
通

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
と
き
た
ま
た
ま
自
家
か
ら

一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
地
点
に
二
年
工
期
の
ダ
ム
建

設
が
あ

っ
た
た
め
で
、
二
年
後
、
夫
は
再
び
遠
隔
地

の
現
場
に
赴
く
予
定
で
あ
る
。

　

i
の
生
活
共
同
集
団
を
例
に
と
り
あ
げ
た
が
、
他

の
キ

ョ
ウ
ダ
イ
の
生
活
共
同
集
団
も
ー
の
生
活
共
同
集
団
と
よ
く
似
た
経
過
を
た
ど

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
夫
が
建
設
現
場
の
労
働
者
と
し
て
働
き
、
そ
の
賃
金
に
よ

っ
て
生
活
す
る
こ
と
、
夫
は
し
ば
し
ば
出
稼
ぎ
労
働
に
な

る
こ
と
、
長
い
年
月
を
か
け
て
自
分
の
家
屋
を
建
て
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
現
在
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
共
同
集
団

で
成
長
し
た
子
供
が

婚
出
し
、
次
の
世
代
の
生
活
共
同
集
団
を
創
設
し
つ
つ
あ
る
。

　

こ
こ
で

「
家
族
」
と
呼
ば
れ
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
た
の
が
、
結
婚

に
よ

っ
て
創
設
さ
れ
、
夫
婦
と
未
婚
の
子
供
か
ら
成
る
生
活

共
同
集
団
だ

っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
h
の
生
活
共
同
集
団
の
み
が
当
初
Z
を
含
ん
で
開
始
し
、
Z
を
含
む
こ
の
生
活
共
同
集
団
が
、

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
な

っ
た
。

　

さ
て
、
夫
婦
と
未
婚
の
子
供
か
ら
成
る
生
活
共
同
集
団
は
、
と
く
に
家
族
周
期
の
初
期
と
末
期

に
成
員
数
が
少
な
く
、
育
児
や
老
人
の

介
護
を
め
ぐ

っ
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
自
己
充
足
で
き
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
起

こ
る
。
「家
族
」
と
い
う
名
で
サ
ー
ビ
ス
を
共
有

す

る

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
な
機
能
を
担
う
素
地
が
こ
こ
に
で
き
る
。

　

実
際
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の

「
家
族
」
が
も

っ
と
も
強
く
意
識
さ
れ
た
の
は
、
子
供
世
代

の
家
族
周
期

の
初
期
と
親
世
代
の
家
族

周
期
の
末
期
が
重
な
り
合

っ
て
い
る
時
期
で
あ

っ
た
。
こ
の
と
き
、
若

い
世
代

の
生
活
共
同
集
団
で
生
ま
れ
た
子
供

の
養
育
や
未
婚
の
姉

妹
が
産
ん
だ
子
供

(庶
子
)
の
養
育
、

さ
ら
に
老
齢
に
な

っ
た
母
親
の
介
護
を
め
ぐ

っ
て
、

複
数

の
生
活
共
同
集
団

の
間
に
サ
ー
ビ

ス
共

有
関
係
が
現
出
し
た
。
と
く
に
N
教
区
で
は
結
婚
す
る
と
き
に
は
す
で
に

一
人
～
二
人
の
子
供
を
出
産
し
て
い
る
こ
と
が
め
ず
ら
し
く
な

く
、
妊
娠
し
て
か
ら
結
婚
す
る
例
は
さ
ら
に
多
い
。
そ
の
た
め
、
育
児

・
養
育

は
生
活
共
同
集
団
の
創
設
と
同
時
あ

る
い
は
そ
れ
以
前
に

必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
共
同
集
団
は
他
の
生
活
共
同
集
団
と
の
サ
ー
ビ
ス
共
有
関
係

に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
サ
ー
ビ

ス
共
有
関
係
は
、
新
し
く
創
設
さ
れ
る
生
活
共
同
集
団
を
次

々
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
ま
す
ま
す
活
性
化
し
、
広
が

っ
て
い
く
の
で

あ

る
。

　

こ
の
節
で
は
、
結
婚

に
よ

っ
て
創
設
さ
れ
る
生
活
共
同
集
団
に
と

っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
共
有
す
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
非
常

に
重
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

「家
族
」
と
呼
ぶ
背
景
に
は
、
か
つ
て
の
奉
公
人
と
そ
の
親
元
と

の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
、
す
で
に
前
節
で
述
べ
た
。
生
活
共
同
集
団

の
創
設
と
サ
ー
ビ
ス
の
共
有
関
係
の
結
び

つ
き
、
サ
ー
ビ
ス
の
共
有

関
係
と
奉
公
人
の
生
活
と
の
結
び
つ
き
を
述
べ
た
の
で
、
生
活
共
同
集
団
の
創
設
と
奉
公
と
は
ど

の
よ
う
な
関
係
で
結
び
付
く
の
か
に
つ

い
て
、
次
の
節
で
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
　
　

　
　
　
　

、

　
ニ
ー
四
　
生
活
共
同
集
団
の
創
設

(
2
)
i

奉
公
か
ら
賃
金
労
働

へ

　
結
婚

に
よ

っ
て
創
設
さ
れ
る
生
活
共
同
集
団
は
、
農
家
の
相
続
者
の
生
活
共
同
集
団
が
当
初
か
ら
保
有
し
て
い
る
よ
う
な
経
済
的
な
基

盤
を
保
有
し
て
い
な
い
か
ら
、
生
活
共
同
集
団
が
展
開
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な

コ
ス
ト
を
外
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
Z

の
家

族
」
に
お
い
て
、
そ
の
手
段
は
賃
金
労
働
だ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
賃
金
労
働
は
、
若
年
期

の
奉
公
と
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
く
の
だ
ろ
う
か
。

　

二
i
二
節
に
お
い
て
、
子
供
た
ち
の
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
農
業
奉
公
か
ら
工
場
や
建
設
現
場

の
労
働

へ
、
働
く
場
所
と
内
容
が
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
そ
の
場
合
、
工
場
や
建
設
現
場
の
労
働
は
、
未
婚

の
子
供
が
親
元
か
ら

離
れ
て
行
う
奉
公
の
延
長
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
人
々
の
意
識
に
お
い
て
奉
公
と
賃
金
労
働
、

奉
公
人
と
労
働
者
と
が

つ
ね
に
同

一
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
微
妙
な
連
続
と
不
連
続
が
同
居
し
て
い
る
。

　

Z
の
子
供
た
ち
が
養

い
子
と
し
て
他
家

へ
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
目
的
は
自
家
の
生
活
共
同
集
団
の
成
員
を
減
ら
す
こ
と
で
あ

っ
て
、

賃

金
獲
得
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
後
、
彼
ら
は
奉
公
先
を
何
度
か
変
、兄
て
い
っ
た
。
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た
と
え
ば

一
九
四
〇
年

こ
ろ
、

a
や
b
は
N
教
区
の
周
辺
で
農
業
奉
公
人
と
し
て
働
き
、
や
や
遅
れ
て
c
は
教
区
内
の
地
主
の
家
で
料

理
奉
公
人
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
〇
年
後

の

一
九
六
〇
年

に
、
i
は
都
市

に
家
事
奉
公

の
口
を
見

つ
け
た
。

　
同
じ
よ
う
に
奉
公
と
呼
ば
れ
て
も
、
教
区
周
辺
の
農
家
で
畑
仕
事
や
家
畜

の
世
話
を
す
る
農
業
奉
公
と
都
市

の
家
事
奉
公
で
は
、
奉
公

人

の
生
活
に
か
な
り
の
相
違
が
あ

っ
た
。
農
業
奉
公
人
は
、
奉
公
先
で
生
活
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
衣
食
住
以
外

は
、
現
金
に
ょ
る
報

酬

は
ほ
と
ん
ど
得
な
か

っ
た
の
に
対
し
、
家
事
奉
公
人
は
、
奉
公
先
の
負
担
で
生
活
し
な
が
ら
現
金
も
得

て
、
そ
れ
を
積
み
立
て
た
。
そ

の
上
、
後
者
は
仕
事

の
内
容
が
家
事
を
習
う
若

い
娘
に
ふ
さ
わ
し
く
、
都
市
に
も
生
活
で
き
る
と
い
う
条
件
の
た
め
に
、
結
婚
準
備
期
の

女
子
の
奉
公
と
し
て
好
ま
れ
た
。

　

都
市
の
家
事
奉
公
に
賃
金
労
働

の
要
素
は
か
な
り
入
り
込
ん
で
お
り
、
こ
の
場
合
、
奉
公
と
賃
金
労
働
と
は
不
可
分
だ

っ
た
。

一
方
、

e

・
f

・
9

・
k
の
工
場
労
働
、

c
・
i

・
k
の
ホ
テ
ル
メ
イ
ド
、
ー

の
建
設
労
働
は
、
明
ら
か
に
賃
金
獲
得
を
目
的
と
し
、
奉
公
と
呼

ば
れ
る
こ
と
の
な
い
労
働
だ

っ
た
が
、
彼
ら
は
こ
れ
も
若
年
期
の
奉
公
と
い
う
文
脈

の
中
で
語

っ
た
。
工
場
や
建
設
現
場
で
の
労
働
は
農

業
奉
公

の
、
ホ
テ
ル
メ
イ
ド
は
家
事
奉
公

の
そ
れ
ぞ
れ
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
彼
ら
に
と

っ
て
、
若
年
期

の
賃
金
労
働
は
広
義

の

「奉
公
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
結
婚
後

の
労
働

は
結
婚
前

の
労
働
と
不
連
続
で
あ
る
。
結
婚
前
の
賃
金
労
働
が
奉
公
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
結
婚
後

の
労
働

は
奉
公
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
。
奉
公
人
は
未
婚
者
で
あ
る
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ

る
が
、
結
婚
後
の
労
働

は
、
生
活
共
同
集
団
に
直
接
結
び
つ
く
。
後
者
は
奉
公
と
は
別

の
、
新
し
い
範
疇
の
賃
金
労
働
で
あ
る
。

　

具
体
例
に
即
し
て
見
て
い
こ
う
。
結
婚
前
に
奉
公
し
て
い
た
女
性
が
結
婚
後
も
働
き
に
出
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

一
方
、
男
性
は

結
婚
後

の
方
が
結
婚
前
よ
り
も
、
賃
金
労
働
に
従
事
し
て
い
る
例
が
多
い
。

a
～
1
の
生
活
共
同
集
団

の
男
性
は
、
結
婚
当
初
か
ら
家
屋

を
保
有
し
た
ー
を
除

い
て
、
他

の
す
べ
て
が
ダ

ム
や
道
路
の
建
設
現
場
か
森
林
の
労
働
者
と
し
て
生
計
を
た
て
た
。

と
く
に
h
は
数
年
間

肉
屋
で
修
行
し
て
専
門
的
な
訓
練
を
積
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
森
林
労
働
者
と
し
て
働
き
始
め
た
。
そ
れ
が
効
率

の
よ
い
現
金
獲
得
手
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段
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
賃
金
労
働

に
よ

っ
て
主
た
る
生
計
を
た
て
て
い
る
生
活
共
同
集
団
は
、
働
い
て
い
る
当
人
ば
か
り
で
な
く
、
生
活
共
同
集

団
そ
の
も
の
が

「
労
働
者
」　
〉
同び
Φ津
臼

と
呼
ば
れ
る
。
N
教
区
に
お
い
て
、
労
働
者
と
い
う
名
詞
形
は
、
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
生
活

共
同
集
団
を
示
し
、
結
婚
前
に
賃
金
労
働
を
し
て
い
る
若
年
者
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
若
年
者
は
、
人

々
の
意
識
に
お
い
て
奉

公
人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
の
で
あ
る
。
労
働
者
と
奉
公
人
と
は
、
前
者
が
生
活
共
同
集
団
を
維
持
す
る
点
で
不
連
続
で
あ
る
。

　
労
働
者
と
奉
公
人
と
の
相
違
を
、
労
働
者
も
明
確

に
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
労
働
者

の
自
己
意
識

の
拠
り
所
と
し
て
、

家
屋
が
注
目
さ
れ
る
。

　
労
働
者
が
自
ら
の
家
屋
を
建
て
よ
う
と
す
る
目
的
意
識
は
非
常
に
強
い
。
彼
ら
が
よ
り
高
額
の
賃
金
を
求
め
て
出
稼
ぎ
を
す
る
の
も
、

そ

の
た
め
で
あ
る
。
建
設
現
場
で
働
く
労
働
者
は
、
教
区
周
辺
の
町
に
あ
る
派
遣
会
社
に
属
し
て
い
て
、
会
社

の
仲
介

に
よ

っ
て
方

々
の

現
場
に
派
遣
さ
れ
る
。
ダ

ム
建
設
は
収
入
は
よ
い
が
危
険
も
多
く
、
遠
隔
の
現
場
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

一
方
、
道
路
作
業
は
教
区
周
辺

の
現
場
で
危
険
も
少
な
い
点
が
好
ま
し
い
が
、
賃
金
は
安
い
。
労
働
者
は
六
〇
歳
に
な
れ
ば
年
金
生
活
に
は
い
る
の
で
、
自
分
の
年
齢
を

計
算
し
な
が
ら
計
画
的
に
出
稼
ぎ

に
出
る
。

　

i
の
夫
が
長
い
時
間
を
か
け
て
家
屋
を
建
築
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
多
く
の
労
働
者
の
生
活
共
同
集
団
で
同
様

の
こ
と
が
行
わ
れ
て

い
る
。
建
築
に
着
手
し
て
か
ら
七
～
八
年
を
経
て
や

っ
と
入
居
し
、
そ
の
後
も
長
年
に
わ
た

っ
て
手
を
い
れ
て
い
く
。
彼
ら

は

つ
ね

に

「
こ
の
家
は
ま
だ
で
き
あ
が

っ
て
い
な
い
」
と
繰
り
返
し
、
直
す
べ
き
と
こ
ろ
を
い
く
ら
で
も
見

つ
け
出
し
て
は
、
出
稼
ぎ
労
働
の
現
場

と
自
家
を
往
復
し
、
や
が
て
年
金
生
活
に
は
い
る
。
若
年
期
の
奉
公
が
結
婚
の
準
備
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
壮
年
期

の
出
稼
ぎ
労
働
は
自
分

の
家
屋
を
建
築
す
る
た
め
に
必
要
な
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
は
年
金
生
活
の
た
め
の
準
備
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
う
し
て
長

い
年
月
を
か
け
て
建
て
ら
れ
る
家
屋
は
、
労
働
者
の
存
在
認
識
の
拠
り
所
に
な
る
。
自
己
の
家
屋
を
も
つ
こ
と
が
、
家
政

H
農
業
活
動

の
全
複
合
体
と
し
て
の

「家
」
か
ら
の
独
立
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
長
い
間



「
家
」
を
単
位
と
し
て
生
活
し
て
ぎ
た
N
教
区
の
人
々
の
歴
史
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
章
を
あ
ら
た
め
て
社
会
変
化
の
文
脈

の
中
で

「家
」
と

「家
族
」

に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　
「
家

」
・
「
家

族
」
・
奉

公
人
制
度
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ま
ず
、
「家
」
が
N
教
区
に
お
け
る
社
会
的

・
経
済
的
な
生
活
の
単
位
だ

っ
た
こ
と
を
見
て
い
こ
う
。
家
政
11
農
業
活
動
の
全
複

合

体

と

し
て
の

「
家
」
は
全
体
と
し
て
シ
ス
テ
ム
を
な
す
の
で
、

一
人
の
子
供

に
不
分
割

に
相
続
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
大
多
数
の
非
相
続
者
な

い
し
そ
の
子
孫
は
、
住
む
場
所
を

「
家
」
の
保
有
者
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

彼
ら
は
居
住
の
権
利
を
得
る
た
め

に
間
借
り

し

(同
居

人

図睾
゜
ゴ翫
恥)・
あ
る
い
は
保
有
者
の
生
活
共
同
集
団
内
に
組
み
込
ま
れ

(奉
公
人
)・
「家
」

の
周
縁
部
か
ら

「
家
」
経
営
に
参
加
し
た
。

「
家
」

の
人
的
構
成
は
、
農
民

bd
2
興

(「
家
」
の
保
有
者
)
夫
婦
と
そ
の
未
婚
の
子
供
、
生
存
中
の
前
世
代
の
農
民
夫
婦
も
し
く
は
そ
の

一

　
　
　
　
　
　

(12
)

方
と
奉
公
人
か
ら
成
り
、
し
ば
し
ば

「
家
」

の
建
物
の

一
部
に
同
居
人
を
含
ん
で
い
た
。

　

奉
公
人
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
産
を
保
有
し
な
い
者
は
生
活
の
場
所
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人

々
が
農
村
の
下
層
を
形

成

し
た
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
を

「小
さ
い
」

巴
①
冒

者
と
い
っ
て
、
十
分
に
土
地
資
源
を
保
有
す
る
農

民

を

「大

き
い
」

σq同o
。。。。
人
と

呼

ぶ
。
奉
公
は
下
層

の
生
活
共
同
集
団
に
生
ま
れ
た
子
供
を

「家
」
に
再
配
置
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
ら
に
生
活

す
る
場
を
与
・兄
、
同

時

に

「家
」

に
必
要
な
労
働
力
を
調
達
す
る
制
度
で
あ

っ
た
。
農
業
経
営
を
行
う

「
家
」
で
は
自
家
の
子
供
を
労
働

力
と
し
て
と
ど
め
て

お
き
、
そ
れ
で
も
不
足
す
る
労
働
力
を
奉
公
と
い
う
制
度

に
よ

っ
て
補
充
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
土
地
資
源
を
保
有

し
な
い
下
層
の
生
活

共
同
集
団
で
は
、
子
供
を
外
に
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
生
活
共
同
集
団
の
成
員
数
を
抑
制
し
た
。

こ
の
よ
う
に
奉
公
人
制
度
は

「
家
」
を
保

有
す
る
生
活
共
同
集
団
と
保
有
し
な
い
生
活
共
同
集
団
の
間
で
必
要
な
成
員
を
や
り
と
り
す
る
機
能
を
果
た
し
た
。

ま
た

「家
」

の
保
有

者

の
子
供
た
ち
の
中
か
ら
た
だ
ひ
と
り
の
相
続
者
を
除
い
て
、
他
の
子
供
た
ち
を
奉
公
人
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
奉
公
人

制
度
は

「
家
」

の
分
割
と
い
う
危
機
を
回
避
す
る
機
能
も
果
た
し
た
。
こ
う
し
て
教
区
内
の

「
家
」
の
数
は
長
い
間
大
き
な
増
減
な
く
維
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持

さ
れ
た
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
は
教
区
の
不
平
等
構
造
の
し
く
み
で
も
あ
る
。
奉
公
人
制
度
は
、
不
平
等
構
造

の
再
生
産

に
貢
献

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
家
」
を
基
盤
と
し
た
教
区
の
社
会
構
造
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

「
Z
の
家
族
」

の
人
々
の
よ
う
に

「家
」
の
非
相
続
者
な
い
し
そ
の
子
孫
に
と

っ
て
、
自
己
の
家
屋
を
保
有
す
る
こ
と
が
重
大
な
関
心

事

で
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
文
脈
を
考
慮
し
な
く
て
は
理
解
で
き
な
い
。
自
己
の
家
屋
を
保
有
す
る
こ
と
は
、
農
民
に
対
す

る
従
属
的
な
位
置
づ
け
か
ら
の
解
放
を
象
徴
的
に
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
賃
金
労
働
の
機
会
が
教
区
の
人
々
に
与
え
ら
れ
、
非
土
地

保
有
者
に
も
宅
地
が
購
入
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
現
出
す
る
背
景

に
は
、
都
市
と
教
区

を
結
ぶ
交
通

の
発
達
、
農
業

の
機
械
化
に
と
も
な
う
農
民
の
側
か
ら
の
現
金
収
入

へ
の
志
向
と
農
業
労
働
力
す
な
わ
ち
奉
公
人
の
需
要
の

低
下
、
そ
の
結
果
起
き
て
き
た
農
地
の
切
り
売
り
に
よ
る
宅
地
候
補
地
の
増
大
、
教
育

へ
の
関
心
の
増
大
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(13
)

果
関
係
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
の
立
場
か
ら
重
要
な
の
は
、
他
家
の
生
活
共
同
集
団
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
奉
公
人
が
や
が
て

自
分

の
家
屋
を
保
有
す
る
転
換
で
あ
る
。
そ
こ
に

「家
族
」
と
い
う
名
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
が
現
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な

「家
族
」
関
係
は
伝
統
的
な
農
民
の

「
家
」
に
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
労
働
者
の
生
活
共
同
集
団
の
間

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
奉
公
人
と
彼

(彼
女
)
の
生
家
と
の
関
係
か
ら
発
展
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
農
民
の

「
家
」

に
お
い
て
は
、

労
働

年
齢
に
あ
る
子
供
た
ち
が
他
家

に
奉
公
に
出
る
こ
と
な
く
生
家
で
奉
公
人
と
し
て
生
活
し
た
。
こ
の
場
合
、
サ
ー
ビ

ス
共
有
関
係
は
単

一

の
生
活
共
同
集
団
内

に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
実
践
と
し
て
完
結
し
、
他

の
生
活
共
同
集
団
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
い
。

「
家
」

に
お
い
て
は
、
核

に
な
る
べ
き
母
親
は
前
代

の
女
性
農
民
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
共
有
関
係
の
全
体
が

「
家
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の

中

に
す

っ
ぽ
り
と
覆
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
相
続
と
い
う
手
続
き
が
、
「家
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
の
実
践

を
法
的
に
規

定

す

る
。
前
代
の
農
民
と
次
代

の
農
民
の
間
で
結
ば
れ
る

「家
」

の
相
続
契
約
書
は
財
産

の
譲
渡
ば
か
り
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
言

及
す
る
。
相
続
者
は
、
部
屋
と
食
べ
物
の
供
給
、
病
気
の
と
き
の
看
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
、
隠
居
お
よ
び
非
相
続
者
で
あ
る
キ
ョ
ウ
ダ

イ

に
対
し
て
も

「
家
」
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
責
任
を
も
つ
の
で
あ
る
。
農
民
の
生
活
共
同
集
団
は
、
家
族
周
期
が
と
ぎ
れ
る
こ
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と
な
く

「
家
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
展
開
す
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
や
は
り

「
家
」

の
枠
組
み
の
中
で
充
足
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
労
働
者
の
生
活
共
同
集
団
に
は
、
キ

ョ
ウ
ダ
イ
問
に
相
続
者
/
非
相
続
者
の
明
確
な
区
分
は
な
く
、

サ
ー
ビ

ス
も
複
数
の
生
活
共
同
集
団
に
ま
た
が

っ
て
行
わ
れ
る
。

　

し
た
が

っ
て
、
複
数
の
生
活
共
同
集
団
の
間
の
サ
ー
ビ
ス
共
有
関
係
は
、
ほ
ん
ら
い
は

「家
」
と
い
う
生
活
共
同
集
団
内
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ

ス
共
有
関
係
と
同
質
の
も
の
だ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
も
と
も
と

「家
」
の
社
会
的

・
経
済
的
シ
ス
テ
ム
の
内
部

に
親
子
関
係
を
基
軸
と
し
て
潜
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
う
や
く

「家
族
」
が
ほ
ん
ら
い
は

「
家
」

の
内
部

に
潜
在
し
て
い
た
関
係
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
冒
頭
に
、
家
族
に
あ
て
る
手
紙
に
母
親
の
名
前
を
代
表
的
に
用

い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
農
家
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
家
族
の
範
疇
が
、
他
出
し
た
子
供
の
生
活
共
同
集
団

も
包
括
的
に
含
む
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
以
上

に
述
べ
て
き
た

「
家
族
」
か
ら
了
解
で
き
る
。

　

こ
こ
で

「
家
族
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
必
要
な
と
き
に
育
児

・
養
育
や
看
護
の
サ
ー
ビ
ス
の
代
行
も
期
待
で
き
る
人
々
の
範
疇
で

あ

る
。
「
Z
の
家
族
」
を
見
る
な
ら
ば
、
「家
族
」
と
い
う
関
係
が
サ
ー
ビ
ス
共
有
集
団
と
し
て
実
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
い
か
え
る
こ
と

も
許
さ
れ
よ
う
。
「家
」
と
い
う
枠
組
み
の
外
に
創
設
さ
れ
る
生
活
共
同
集
団
に
、

サ
ー
ビ
ス
共
有
関
係
を
形
成
さ
せ
る
契
機
と

な

っ
た

の
が
、
奉
公
人
制
度
の
も
と
で
維
持
さ
れ
て
い
た
親
子
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
家
」
と

「
家
族
」
と
奉
公
人
制
度
を
次

の
よ

う

に
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
サ
ー
ビ
ス
の
共
有
関
係
は
、
も
と
も
と

「家
」

の
枠
組
み
の
中
で
展
開
し
て
い
る
生
活
共
同
集
団
に

潜
在
し
て
い
た
が
、
「
家
」

の
枠
組
み
を
失
う
と
、
複
数

の
生
活
共
同
集
団
を
結
ぶ

「
家
族
」
と
し
て
顕
在
化
し
た
。

伝
統
的
な

社
会

・

経
済

シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
お
い
て
は

「
家
」
の
維
持
に
貢
献
し
た
奉
公
人
制
度
が
、

こ
こ
で
は

「家
族
」
と
い
う
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
の

実
体
化
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「家
族
」
が
生
活
共
同
集
団
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
現
れ
る
と
、
そ

れ

は
、
ほ
ん

ら
い
自
立
的
な
社
会
的

・
経
済
的
な
集
団
で
あ
る
べ
き

「家
」
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
対
立
が
、
現
在
の
教
区
に
お
け
る
緊
張

関
係
の
中
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
最
後

に
ふ
れ
て
お
こ
う
。



80

四
　
む
す
び
に
か
え
て

　
本
稿
で
報
告
す
べ
き
事
例
と
そ
の
分
析

に
つ
い
て
は
、
前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
社
会
史
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
本
稿
で

意
図

し
た
問
題
関
心
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
展
開
し
う
る
見
通
し
を
述
べ
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　
社
会
史
研
究
に
お
け
る
奉
公
人
制
度

に
関
す
る
成
果

は
、
三
点

に
要
約
で
き
る
。
第

一
は
、
奉
公
人
が
農
民
の
生
活
共
同
集
団
の
労
働

力
量

を

一
定
に
保

つ
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
「
家
」
経
営
の
た
め
に
は
つ
ね
に

一
定

の
労
働

力

が

必
要

で
あ
る
が
、
夫
婦
と
そ
の
子
供
が
供
給
で
き
る
労
働
力
は
、
子
供
の
成
長
に
応
じ
て
必
然
的

に
変
化
す
る
。
そ

こ
で
、
周
期
的
に
不

足

す
る
労
働
力
を
補
う
必
要
が
あ
り
、
奉
公
人
は
そ
の
た
め
に
補
充
さ
れ
る

「
家
」
成
員
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
バ
ー
ク
ナ
ー
が
、

一
八
世
紀

の
ナ
ー
ス
ト
リ
ア
農
村
の
資
料
を
用
い
て
家
族
周
期
と
生
活
共
同
集
団
の
構
成
と
の
関
係
を
分
析
し
た

[
剛W団肖帽
【Z
目
　μ㊤刈卜∂]
。

　
第

二
は
、
「
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
奉
公
人
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ヲ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
奉
公
人
と
は
、
結
婚
前
に
他
人
の
生
活
共

同

集

団

に
奉
公
人
と
し
て
住
み
込
む
若
者
を
い
う
。
奉
公
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
述
の
バ

ー
ク
ナ
ー
や
ア
リ

エ

ス
[
ア
リ
エ
ス
　

一
九
八
〇
、
三
四
一
-
三
八
〇
]な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を

一
歩
進
め
て
結
婚
ま
で
の
若
年
期

に
奉
公
に
出
る
こ
と

は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
組
み
込
ま
れ
た
社
会
的
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
は
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
特
有
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

ラ

イ
rフ
サ
イ
ク
ル
奉
公
人
は

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
結
婚
パ
タ
ー
ン
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
、
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
夫
婦
と
未
婚
の
子
供
か
ら
成
る

生
活
共
同
集
団
を
形
成
す
る
と
説
明
さ
れ
た
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
結
婚
パ
タ
ー
ン
」

と
は
、

ハ
イ
ナ
ル
が
、

西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
広
い
範
囲
に

お
い
て
平
均
結
婚
年
齢
が
男
女
と
も
高
く
、
生
涯
結
婚
し
な
い
人
の
割
合
も
高

い
と
指
摘
し
た
も
の
で

[=
と
z
書

お
o呂
、

さ
ら
に
結
婚

後

の
夫
婦
が
世
帯
の
長
に
な
る
と
い
う
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る

[口
と
塁
い
ち
。。ω]。

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
奉
公
人
と
い
う
考
え
方
は
、　
ハ
イ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(14
)

ル
、

ラ

ス

レ

ッ

ト

、

ミ

ッ

テ

ラ

ウ

ア

ー

ら

が

提

唱

し

て

い

る

[ピ
b
曽

宥

目

這

ミ

品

甲
。。9

竃

印自

男
≧
高

幻

　
O
。。
呂

。

　

第
三
は
、
こ
の
よ
う
な
奉
公
人
制
度
が
、
青
年
時
代
を
家
族

・
親
族
的
依
存
か
ら
解
放
し
、
個
人
的
な
生
活
設
計

を
志
向
す
る
軌
道
を
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敷

い
て
い
た
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
賃
金
を
積
み
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
生
活
共
同
集
団
を
創
設
す
る
の
が
、
奉
公
人
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
な
し
た
と
考
え
る
わ
け
で
、
そ
こ
に

「
都
市
的
な
家
族
」

の
形
成
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
、、、

ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
が
提
唱
し

[ζ
H謹
国
田
d
廓"
　Hりco㎝
"H㊤俸ーNO心]、
若
尾
も
支
持
し
て
い
る

[
若
尾
　
一
九
八
九
、
二
六
-
二
七
]。

　

こ
の
よ
う
に
社
会
史
研
究
で
は
、
奉
公
人
制
度
を
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
特
有
な
制
度
と
し
て
注
目
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
結
婚
パ
タ
ー
ン
と
の

結
び

つ
き
を
重
視
し
て
い
る
。
前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
N
教
区
の
事
例
で
も
、
奉
公
人
が
段
階
的
に
労
働
者

へ
と
移
行
し
て
生
活
共
同

集

団
を
創
設
し
て
い
る
の
で
、
社
会
史
研
究
か
ら
提
出
さ
れ
た
解
釈
は
興
味
深
い
。

　

た
だ
し
、
本
稿

の
立
場
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
り
、
「家
族
」
が
ど
の
よ
う
な
社
会
関
係
の
中
に
位
置
づ

け

ら
れ
、
あ
る
い
は
展
開
し
て
い
く
の
か
を
具
体
的

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
た
る
関
心
が
あ
る
。

こ
の
点
が
、
同

じ
よ
う
な
対
象
を
扱

い
な
が
ら
、
「近
代
的
家
族
」
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
る

一
般
的
な
過
程
を
求
め
よ
う
と
す
る
社
会
史
研
究
と
異
な

る
。
本
稿
の
問

題

関

心

か
ら
は
、
複
数
の
生
活
共
同
集
団
の
間
で
サ
ー
ビ
ス
を
共
有
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

「
家
族
」
と
い
う
意
識
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
が
伝
統
的
な

「
家
」
お
よ
び
奉
公
人
制
度
を
母
胎
と
し
て
、
教
区
を
包
み
込
む
社
会
的

・
経
済
的
な
変
化
の
中
で
形
成
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
が
現
在
の
N
教
区
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の
か
、
最
後

に
そ
の
見
通
し
を
述

べ
て
お
き
た
い
。

　

こ
こ
で
は

「家
族
」

の
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク
と
政
治
的
な
関
係
と
の
結
び
つ
き

に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
。
あ
る
人

の
政
治
的
な
立
場
の
選

択
は

「家
族
」

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
拘
束
さ
れ
る
し
、

ま
た
他
の
者
も
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
位
置
か
ら
彼

(彼
女
)
の
立
場
を
判
断

し
よ
う
と
す
る
。

　

ま
ず
、
農
民
と
労
働
者

の
間
の
緊
張
関
係
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
労
働
者
は

「
家
族
」

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
媒
介
と
し
て
連
帯

す

る
が
、
農
民
は
労
働
者

の
よ
う
に
他

の
農
民
と
密
接
に
連
帯
す
る
こ
と
は
な
い
。
農
民
の

「家
」

は
、
ほ
ん
ら

い
で
き
る
だ
け
他

に
依

存
し
な
い
で
自
立
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
姿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
N
教
区
の
農
民
の

「
家
」

の
数
に
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
の
に
対
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し
、
労
働
者

の
生
活
共
同
集
団
は
今
日
ま
す
ま
す
増
加

つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
労
働
者
が
次
々
と
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
は
り
め
ぐ
ら
し
て
い
く

こ
と
は
、
地
域

の
政
治
関
係
に
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
つ
。

　

こ
の
よ
う
な

「
家
族
」

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ょ
る
連
帯
が
、
教
区

の
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
あ
ら
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
N
教
区

で
は
少
数
派
言
語
で
あ
る
ス
ロ
ヴ

ェ
ニ
ア
語
を
め
ぐ
る
対
立
が
あ
り
、
「
家
族
」
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
連
帯
は

こ
こ
で
も
重
要

で

あ

る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
問
題
の
場
合
に
は
、
ひ
と
つ
の
生
活
共
同
集
団
が
複
数
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
中
に
お
か
れ
る
。
少
数
派
問

題
を
、
教
区
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
社
会
変
化
と
重
ね
合
わ
せ
て
と
ら
え
な
お
し
て
み
る
な
ら
ば
、
従
来
、
論

じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
問
題
の
断
面
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
具
体
的
な
分
析
は
将
来
の
課
題
と
し
て
、

こ
こ
で
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
が
今
後
展
開
し
う
る
方
向
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、
結

び

に
か
え
た
い
。

謝
辞

　
　
本
稿

は
、
平
成
三
年
度
科
学
研
究
費

補
助
金
、
奨

励
研
究

(
A
)

(
「
オ
ー

ス
ト
リ

ア
農
村

の
近
代
化

に
み
る
労
働
者
家
族

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク

形

　
成
過
程

一
ハ
七
〇
ー

一
九
八
九
」

課
題

番
号
〇

三
七

一
〇

=

二
八
)

に
よ
る
研
究

成
果

の

一
部

で
あ

る
。
本
稿

の
も
と

に
な

る
調
査

は
、

オ
ー
ス
ト

　

リ
ア
政
府
留
学
生

(
一
九
八
六
-

七
年
)
、
日
本
学
術
振
興
会
特

別
研
究
員

(
一
九
八
八
-
九
年
)
と

し
て
合
計

一
七

ヶ
月

ほ
ど
行

っ
た
。
ま

た

本

　
稿

の

一
部
は
、

京
都
大
学
人

文
科
学
研

究
所

(
共
同
研
究

「家
族

と

ハ
ウ

ス
ホ
ー

ル
ド
の
比
較
史
研
究
」
代
表
、
前
川
和
也
-

一
九
九

一
年

六
月

　

二
五
日
)

お
よ
び
近
衛

ロ
ン
ド
例
会

(
一
九
九

一
年

六
月

二
六
日
)

に
お

い
て
も
発
表

さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
そ

の
折

り
に
ご
意
見
、
ご
助
言
を
下

　
さ

っ
た
方

々
、

お
よ
び
関
係
諸
機

関

に
こ
の
場
を
借

り
て
お
礼
申

し
上
げ

た
い
。

註(
1
)
　

ブ

ル
ン
ナ
ー
は
同
じ
論
文

の
中

で
、

旧

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
経
済
概
念

の
背
景

に

「
家
」

の
内
的

一
体
性
が
存
在
し

て
い
た
、
そ
し
て

こ
の
経
済

概

　
念
が
今

日
の
農
民

の
な
か
に
残

っ
て
い
る
思
考
様
式

に
対
応
す

る
、
と
述

べ
て
い
る

[
ブ

ル
ン
ナ
ー
　

一
九
七
四
、

一
五
四
-

一
五
五
]
。
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(
2
)
　
農
村

の

「
家
」
概
念

に
つ
い
て
は
拙
稿

[
森
　

一
九
八
九
、

二
三
-

二
九
]
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
3
)
　

「
生
活
共
同
集
団
」

は
、
事
象

の
レ
ベ
ル
か
ら
生
活
を
共
同

に
す

る
人

々
の
集
団
を
と
ら
え
た
語
で
あ
る
。
「
世
帯
」

と

い
う
語

に
は
世

帯

の

　
基
準

を
何

に
よ

っ
て
定

め
る
か
と

い
う
議
論
が
あ

り
、
そ

の
基
準

は
研
究
者

に
よ

っ
て
、
ま
た
研
究
対
象
と
さ
れ
た
社
会

に
よ

っ
て
微
細
な
相
違

が

　
あ

る
。

し
か
し
、
あ

る
社
会

の
事

例
か
ら
提
出

さ
れ

た
基
準
を
別

の
社
会

の
事
例

に
あ

て
は
め
て
み

て
も
、
バ

リ

エ
ー
シ

ョ
ン
が
限
り
な
く
増
え
る

　
ば

か
り
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
基
準

に
関
す

る
議
論
を
棚
上
げ

に
し
て
、
事
象

の
レ
ベ
ル
か
ら
集
団
を
と
ら
え

る
の
は
、
当
該
社
会

の
文
脈

の
中
で

　
集

団
の
動
態

を
見

て
い
こ
う

と
す

る
た
め
で
あ

る
。
拙
稿

[
森

　

一
九

八
九
、

二

一
-

二
二
]
を
参
照
さ
れ
た

い
。

　
　
た
だ
し
、
本
稿

に
お
い
て
も

「
世
帯
構
成
票
」
と

い
う
語

の
中

に
世
帯
と

い
う
語
を
含

ん
で
い
る
こ
と
を
あ
ら

か
じ

め
断

っ
て
お
く
。
そ

こ
で
は

　
表
現
の
簡
潔

さ
が
重
視

さ
れ
、

用
語
上

の
混
乱

も
な

い
と
判
断

し
た
た
め
で
あ

る
。

(
4
)
　

老
齢

の
母
親

を
介
護
す

る
事

例

に
つ
い
て
は
、

別
稿

[
森

　

一
九
九

一
b
]

で
報
告

し
た
。

(
5
)
　

奉
公
は

一
年
契
約
で
、
奉

公
人
は
自
分
で
奉
公
先
を
選
ん
だ
。
年

少

の
奉
公
人

の
場
合

は
、
親
が
子
供

に
か
わ

っ
て
奉
公
先
を
決

め
た
。

(
6
)
　

「養

い
子
」

と

い
う
語

か
ら
、
養
育

す
る
者

と
さ
れ
る
者

の
間
に
奉
公
人
と

は
区
別

さ
れ

る
何

ら
か
の
精
神
的
あ

る
い
は
儀
礼
的
な
結
合
を
予

　
想
し
が
ち
で
あ

る
が
、

N
教

区

に
お

い
て
調
査

し
た
限
り
、
養

い
子
と
奉
公
人

の
間

に
そ

の
よ
う
な
相
違

は
な

い
。
養

い
子

の
堅
信
礼

(
=

一歳
)

　

の
代

母

に
、
養

い
子
が

住
み
込
ん
で

い
る
農
家

の
主
婦
が

な

っ
た
例
が
あ

る

一
方

で
、
奉
公
人
が
産

ん
だ
子
供

の
洗
礼

の
代
母

に
、
住
み
込
み
先

の

　
農
家

の
主
婦
が

な

っ
た
例
も
あ
る
。
養

い
子
と
養

い
親

と

の
問

に
儀
礼
的
結
合
を
見

い
だ
す
な

ら
ば
、
奉
公
人
と
奉
公
先
主
人
と

の
間

に
も
儀
礼
的

　
関
係
が
存

在
す

る
。

む
し
ろ
、
養

い
子
も
奉
公

人
も
住
み
込
み
先

の
生
活
共
同
集
団

に
お
い
て
、
主
人
夫
婦

の
子
供

に
準
じ
た
位
置
づ
け
を
与
え
ら

　
れ
て

い
た
こ
と
に
注
意

す
る
べ
き

で
あ

る
。

(
7
)
　

世
帯
構
成
票

の
作

成
に

つ
い
て
は
拙
稿

[
森

　

一
九
九

一
a
]

を
参

照
さ
れ

た
い
。

(
8
)
　
N
教
区
で
は
、
未
婚

の
女
性
が

子
供

を
出
産
す

る
例
が
伝
統

的

に
多

い
。

こ
の
よ
う

な
女
性

の
中

に
は
、
後

に
子
供

の
父
親

に
あ
た

る
男
性
と

　
結
婚
す

る
例
も
多

く
、

そ
の
場
合

子
供

は
両
親
が
結

婚
し
て
か
ら
父
親

と
と
も
に
生
活
す

る
。

子
供

の
父
親
と

は
別

の
男
性
と
女
性

(
母
)
が
結
婚

　
す
る
場
合
、
子
供

は
自
分

の
母

の
母

(祖
母
)

の
も

と
で
養
育
さ

れ
る
場
合
も
あ

る
し
、
あ

る
い
は
結
婚

し
た
母

の
生
活
共
同
集
団

に
加
わ

る
場
合

　
も
あ

る
。
後
者

の
例

は
拙
稿

n
森

　

一
九
九

一
a
]
に
報
告

し
た
。

こ
の
よ
う

に
、
子
供

の
母
親
が
未
婚

の
と
き

に
産

ん
だ
子
供
を

げ
島
αq
霧

国
言
"

　

(未
婚

の
子
供
)
と
呼

ぶ
。

一①
島
σq
①゚。
国
ぎ
山

で
あ

る
こ
と
、
あ

る
い
は

一。
留
σq
。
ω
囚
貯
侮

を
出
産

し
た
こ
と

に
対

し
て
、

N
教
区

で
と
く

に
否

定

　
的

な
評
価

を
与

え
る
こ
と

は
な

い
。
そ

の
た
め
、

庁
島
σq
霧

因
ぎ
山

を
日
本
語

に
訳
す

こ
と
は
む
ず

か
し
い
。

「私
生
児
」

に
は
否

定

的

な

価

値

が
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与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
適
当

で
は
な

い
。

本
稿

で
は
、

で
き
る
だ
け

こ
の
よ
う
な
価
値
判
断

か
ら
免
れ

た
表
現
と
し

て

「
庶
子
」
を
用

い
る
こ
と

に

　
す

る
。

(
9
)　

生
活
共
同
集
団

の
規
模
を
成
員

の
年

齢

を
考
慮

し
て
求

め
る
方
法

は
い
く

つ
か
あ

る
。

た
と
え
ば

カ
ー
タ
ー
は
、
生
活
共
同
集

団
の
成
員
が
生

　
産

お
よ
び
消
費

に
貢
献
す

る
程
度
を
、
年
齢

に
応

じ
た
割

合
と
し
て
定

め
、
生
活

共
同
集

団
を
単
位

と
し
た
生
産

量
、
消
費
量

を
算
出

し
て
い
る
。

　

例
を
あ
げ

る
と
、
○
歳

の
消
費
比

は
二
七
%
、
生
産
比

は
○
%

で
、

八
歳

で
は
そ
れ
ぞ
れ
七

五
%
と

三
三
%
、

=
二
歳

で
九

三
%

と
六
六
%
、

一
六

　

歳
で

一
〇
〇
%
と
八
〇
%
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら

に
生
産

量

の
消
費
量

に
対
す
る
割
合
を
求
め
、
そ
れ
を
生
活
共
同
集

団
を
と
ら
え
る
た
め

の
重
要

な

　

指
標

の
ひ
と

つ
に
数
え

て
い
る

[
O
夷

円
国
切
　
　
μ㊤
OQ
心
"α
㊤
1①
①
]
。
カ

ー
タ
ー
の
計
算

に
つ
い
て
は
別

の
機
会

に
検
討

し
よ
う
。

こ
こ
で
は
成
員

の
年
齢

　

を
通
時
的

に
跡
づ
け

て
い
く

こ
と
が
、
生
活
共
同
集
団
を
分
析
す

る
た

め
の
重
要
な
戦
略

に
な

る
こ
と
を
確
認
す

る
に
と
ど

め
て
お
く
。

(
10
)
　

国
境

に
接

し
て
い
る
N
教
区

に
は
、

国
境
警
備
兵

の
た
め
の
住
宅
が
あ

り
、
そ

の

一
部
が
教
区
住
民

の
住
宅
と
し

て
利
用
さ
れ

て
い
る
。

(
11
)
　

「
同
居

人
」

と

「
奉
公

人
」

は
、
「
家
」

へ
の
帰
属

の
程
度

に
よ

っ
て
区
別
さ
れ

る
。
奉
公
人

は

「
家
」

の
構
成
員
と

し
て
農
業
経
営

に

参

加

　

し
、

日
常

生
活
も
と
も

に
す

る
が
、

同
居

人
は
間
借

り
し
て
住
ん
で

い
る
者

で
、

ほ
ん
ら
い
は

「
家
」

の
家
政

11
農
業
経
営

か
ら
独
立

し
て
い
る
。

　

N
教
区
で

一
九
七
〇
年

こ
ろ
ま
で
見
ら
れ
た
同
居
人
は
、
臨
機

的

に
農
業
経

営
を
手
伝

っ
て
居

住
の
権
利

を
得

た
が
、
食
事

や
睡
眠

な
ど
、

日
常
的

　

な
生
活
共
同

に
つ
い
て
は

「
家
」

の
保
有
者

の
生
活
共
同
集
団
と

は
別
だ

っ
た
。
奉

公
人
が
未
婚
者

だ

っ
た

の
に
対
し
、
同
居
人

の
多
く

は
、
職
人

　

の
夫
婦
や
未
亡
人
な
ど

の
既
婚
者
だ

っ
た
。

(
12
)
　
奉
公
人
と
農
民

(
奉
公
先

の

「
家
」

の
保
有
者
)

の
間

に
は
、
血
縁
関
係
が
あ

る
場
合
と
な

い
場
合
が
あ

っ
た
。

血
縁
関
係

に
あ
る
奉

公
人
と

　

は
、
農
民

の
キ

ョ
ウ
ダ

イ
や
前
代

の
農
民

の
キ

ョ
ウ
ダ

イ
な
ど

で
あ

る
。

N
教
区
教
会

の
洗
礼
記
録
や
婚
姻
記
録

の
記
事
が
そ
れ
を
明
確

に
示
し
て

　

い
る
。
私
が

」
八
六
〇
年
以
降

の
N
教
区

の
洗
礼
記
録
を
分
析

し
た
と

こ
ろ
、
当
事
者
を
特
定
す

る
た

め
に
記
載
さ
れ

る
事

項

は
、
①

名

前
、
②

　
　
「
ど

こ
」

に
借
ん
で

い
る

「何
」

で
あ

る
、
③
親

の
名
前

で
あ

る
。
②

で

「
ど

こ
」

に
あ

た
る
事
項

は

「
家
」

の
名
前

で
示
さ
れ
、
「
何
」

に

あ

た

　

る
事
項
は

「農

民
」

(自

立
的
な
農
業
経
営

を
行

う

「
家
」

の
保
有
者
)

、
「
コ
イ

シ

ュ
ラ
ー
」

囚
窪
。・。
窪
。
賎

(自
立
的

な
農
業

経

営

が

で
き

な

い

　

不
完
全
な

「
家
」
　
の
僚
有

者
、

Z
夫
婦

は

コ
イ

シ

ュ
ラ
ー
)
、
「
奉
公
人
」

、
「
同
居
人
」

な
ど

に
大
別
さ
れ

る
。
　
こ
の
ほ
か
に
農
場
労
働
者

や

教

　

師
、,
警
察
官
な
ど

の
例
も
あ
る
。

「奉

公
人
」

と
記

さ
れ
て

い
る
者

の
系
譜
関
係

を
た
ど

っ
て
い
く

と
、
奉
公

し
て
い
る

「
家
」

の
保
有
者
夫
妻

の

　

キ

ョ
ウ
ダ
イ
や
子
供
、
庶
子
、
ナ
ジ

・
ナ
バ
、
あ
る

い
は
そ

の
庶
子
で
あ
る
例
が
多

い
。

「
『家
』

の
息

子

(娘
)
」

と
い
う

よ
う

に
、
「
家
」
と

親

　

族
関
係
を
示
す
語
を
結
び
付
け
て
表
現
し

て
い
る
例
も
、
生

活
共
同
集
団

に
お
け
る
位

置
づ

け
と
し
て
は
、

同
じ
内
容

を
示
し
て
い
る
と
考

,兄
ら
れ



　
る
。
あ

る
農
民

の
子
女
が
、
他

の

「
家
」

で
奉
公
人

に
な

っ
て
い
る
例
も
少
な
く
な

い
。

こ
れ
ら
か
ら
、
奉

公
人
と
子
供

の
区
別
が

曖
昧

だ

っ
た

こ

　
と

を
読

み
と

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。
見
方
を
変

え
れ
ば
、
血
縁
関
係

に
な

い
者
が
血
縁
関
係

に
あ

る
者
と
同
様

に

「
家
」

に
取
り
込
ま
れ

る
と

い
う

こ

　
と
で
も
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
奉
公
人

に
血
縁

・
非

血
縁

の
区
別
が

ほ
と

ん
ど
な

い
こ
と

は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
他

の
地
域

に
お

い
て
も

一
般
的
だ

っ

　
た
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る

[
ζ
H自

固
彰

q
男

H
O
㊤
O
"
ま
出

。
N
教
区

で
は
、
奉

公
人

は

一
九
七
〇
年
代
以
降
減
少

し
た
。

(
13
)
　

こ
の
よ
う
な
N
教
区

の
社
会
変
化

に

つ
い
て
は
別
稿

[
森

　

一
九
八
九
]

で
ふ
れ
た
。

(
14
)
　

ま
た
、

ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
は
、

ラ
イ

フ
サ
イ
ク

ル
奉
公
人

に
関

し
て
最
近
講
演
を
行

っ
た
。

　

..U
2

国
ξ
8

器
蓉

ぽ

oり
。
巳

。
毫

⑦
σQ
」
ユ
①
吸

守

巨

臣

匿

三
三

。匹
§

σq

藍
三
農

げ
①
ω
。
乙

巽
2

b6
。
歪
8
騨
巴
。
ゲ
ニ
σq
暮

αq
自
①
ω

O
。
ω凶巳

。
≦
。
ω
魯
。。、"

　

(
一
九
九

一
年
四
月

二
日
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
)

引

用
文

献

ア
リ

エ
ス
、
P
　

一
九

八
〇
　

　
『
〈
子
供
〉

の
誕
生
』
み
す
ず
書
房

オ ース トリア農村の 「家族」 と奉公人制度

ブ

ル

ン

ナ
ー
、

α
　

一
九

七

四
　

「
全
き

家

と

旧

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の

『家

政

学

』
」

『
ヨ
ー

ロ

ッ
パ
ー

そ

の
歴

史

と

精

神

』

岩

波

書

店

(ゆ
吋巨

昌
。村
噂
○
.
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:.

森

　
明

子
　

一
九

八
九

　

「
生
活
共
同
集
団

の
展
開
過
程
と

エ
ス
テ
イ
ト
の
維
持
ー

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

ケ
ル
ン
テ
ン
州
N
教
区

の
事
例

か

ら
」
『
民

　

　
　
　
族

学
研
究
』

五
四
-

一
、

二
〇
ー

四
三

　

　
　
　
　

一
九
九

一
a
　

「
ラ
イ

フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
世
帯
構

成
票
」
『
民
博
通
信
』

五
二
、

四
〇
1

五
六

　

　
　
　
　

一
九
九

一
b
　

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
農
村

に
お
け

る

『
家

の
墓
』
と
女
性

の
サ
ー
ビ

ス
」
『
国
立
民
族
学
博
物
館
研

究
報
告
』
　
一
六
ー

二
、

　

　
　
　

二
二
一二
ー

二
山ハ
○

若
尾
祐
司
　

一
九

八
九
　

「
近
代

ヨ
ー
ロ

ッ
パ

の
家
族
と
親

族
ー

ド
イ

ッ
を
中
心
に
」

二
宮
宏

之
ほ
か

(
編
)

『
シ
リ
ー
ズ
世
界
史

へ
の
問
い
4
社

　

　
　
　
会
的
結
合
』
岩
波
書
店
、

一
七
-

四
五

(
も
り

・
あ
き

こ
　

国
立
民

族
学
博
物
館
助
手
)


