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Isao Kumakura

    

　
日
本
人
は
唇
の
接
す
る
も
の
に
関
し
て
個
人
的
な
テ
リ
ト
リ
ー
を
は
っ
き
り
さ

せ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
伝
統
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
日
本
人
は
唇

に
関
し
て
、
潔
癖
と
い
う
身
体
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
唇
の
接
す

る
食
器
に
関
し
て
は
個
人
所
有
で
す
。
湯
呑
み
や
飯
茶
碗
は
も
ち
ろ
ん
、
お
膳

ま
で
含
め
て
が
個
人
所
有
だ
っ
た
。
こ
れ
が
か
つ
て
の
日
本
人
の
食
卓
で
し
た
。 

　
庶
民
の
場
合
、
一
般
に
使
わ
れ
た
の
が
箱
膳
で
す
。
特
に
、
商
家
の
よ
う
な

使
用
人
が
た
く
さ
ん
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
箱
膳
は
便
利
な
の
で
、
比
較
的
後
ま

で
残
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
私
が
調
査
し
た
範
囲
で
一
番
遅
く
ま
で
使
っ
て
い

た
例
で
は
、
昭
和
四
七
年
に
栃
木
県
で
使
っ
て
い
た
と
い
う
報
告
を
持
っ
て
い

ま
す
。
と
に
か
く
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
箱
膳
が
、
明
治
時
代
の
日
本
人
の
食
卓
の
標
準
で
す
。 

　
こ
の
箱
膳
の
ス
タ
イ
ル
が
大
正
時
代
に
な
っ
て
に
わ
か
に
失
わ
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
は
ち
ゃ
ぶ
台
の
普
及
に
よ
り
ま
す
。
私
の
見
た
も
の
で
一
番
古
い
も

の
は
長
崎
に
あ
り
ま
し
た
。
ち
ゃ
ぶ
台
と
い
う
よ
り
卓
袱
台
だ
と
思
い
ま
す

が
、
円
形
の
台
で
す
。
こ
れ
に
は
万
延
と
い
う
年
号
が
入
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
一
般
的
に
は
明
治
の
中
期
ぐ
ら
い
か
ら
食
事
に
そ
う
い
う
台
が
登
場
し
ま

す
。
何
が
特
徴
か
と
言
い
ま
す
と
、
一
人
用
の
お
膳
で
は
な
い
こ
と
で
す
ね
。

複
数
の
人
間
が
つ
ま
り
家
族
が
ひ
と
つ
の
食
卓
を
囲
む
と
い
う
新
し
い
食
事
の

タ
イ
プ
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
箱
膳
か
ら
ち
ゃ
ぶ
台
に
日
本
人
の
食
卓
の
比
率
が
転
換
し
た
の
は
い
つ
か
と

い
う
と
、
意
外
に
最
近
で
、
大
正
の
終
わ
り
で
す
。 

　
な
ぜ
ち
ゃ
ぶ
台
が
普
及
し
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
衛
生
問
題
な
ん

で
す
。
箱
膳
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
食
器
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
は
洗
わ
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
食
事
が
終
わ
る
と
お
湯
を
も
ら
い
、
お
湯
で
食
器
を
漬
物
か
な
ん

か
で
ぬ
ぐ
っ
て
、
飲
ん
で
、
そ
れ
も
食
べ
て
し
ま
う
。
そ
の
あ
と
布
巾
で
拭
い

て
、
そ
の
ま
ま
伏
せ
て
、
蓋
を
し
て
膳
棚
に
仕
舞
う
、
こ
れ
が
箱
膳
の
後
始
末

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
二
日
、
三
日
、
極
端
な
場
合
は
一
週
間
に
一
度
食
器
を

洗
う
く
ら
い
で
し
た
。
普
段
は
そ
の
ま
ま
仕
舞
っ
て
し
ま
う
。
蓋
を
開
け
る
と

プ
ン
と
臭
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
の
へ
ん
が
衛
生
上
良
く
な
い
。
衛
生
思
想

が
、
だ
い
た
い
明
治
に
な
っ
て
非
常
に
強
化
さ
れ
て
き
ま
す
。
コ
レ
ラ
が
流
行

し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
。
衛
生
と
い
う
言
葉
が
非
常
に
普

及
す
る
の
は
、
明
治
の
一
〇
年
代
で
す
。
こ
う
し
て
、
衛
生
に
良
く
な
い
と
い

う
の
が
、
箱
膳
の
廃
れ
て
い
く
一
つ
の
理
由
で
す
が
、
ど
う
し
て
箱
膳
が
洗
え

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

逆
に
言
い
ま
す
と
、
ち
ゃ
ぶ
台
の
頃
に
な
る
と

洗
え
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
水
道
の
普
及
に
よ
る
も
の
で
す
。 
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し
っ
ぽ
く
だ
い 

（2006年8月2日） 

第17回 

講演ダイジェスト 

夷
講
の
膳
を
囲
む
江
戸
時
代
の
商
人
一
家 

（
『
日
本
永
代
蔵
』「
見
立
て
養
子
が
利
発
」よ
り
） 

 

え
び
す 

日
本
人
の
文
化
的
伝
統
と
箱
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が
、
円
形
の
台
で
す
。
こ
れ
に
は
万
延
と
い
う
年
号
が
入
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
一
般
的
に
は
明
治
の
中
期
ぐ
ら
い
か
ら
食
事
に
そ
う
い
う
台
が
登
場
し
ま

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

逆
に
言
い
ま
す
と
、
ち
ゃ
ぶ
台
の
頃
に
な
る
と

洗
え
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
水
道
の
普
及
に
よ
る
も
の
で
す
。 

  

　
台
所
は
、
今
は
そ
の
機
能
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
台
所
と

い
う
場
所
の
機
能
と
し
て
は
、
調
理
の
場
と
い
う
機
能
は
そ
の
一
部
で
、
よ
り

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
が
食
べ
物
の
保
存
場
所
で
す
。
食
料
ば
か
り
で

な
く
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
保
存
し
て
お
く
場
所
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
台
所
の
機

能
の
大
事
な
こ
と
は
、
作
業
場
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
野
菜

を
土
の
ま
ま
持
っ
て
き
た
も
の
を
整
理
す
る
と
か
洗
う
と
か
、
そ
れ
か
ら
薪
や

炭
を
置
い
て
お
く
と
か
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
農
作
業
の
延

長
で
、
昔
で
い
う
と
草
履
を
綯
う
と
か
、
機
を
織
る
と
か
と
い
う
こ
と
ま
で
含

め
て
、
台
所
と
い
う
の
が
作
業
場
で
し
た
。
ス
ト
ッ
ク
の
場
で
あ
り
、
作
業
場

で
あ
り
、
調
理
す
る
と
い
う
の
は
そ
の
一
部
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
今
や
そ
う
い

う
機
能
が
全
部
台
所
か
ら
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
極
端
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、

調
理
の
場
で
も
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。
今
や
外
食
・
中
食
産
業
が
発

達
し
て
台
所
も
家
の
外
に
出
て
外
在
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

　
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
近
代
と
い
う
の
は
ス
ト
ッ
ク
を
必
要

と
し
な
い
社
会
で
す
ね
。
ス
ト
ッ
ク
機
能
を
失
う
わ
け
で
す
が
、
そ
の
代
わ
り

我
々
の
周
り
に
は
常
に
フ
ロ
ー
と
申
し
ま
す
か
、
物
が
流
通
し
て
い
る
。
必
要

な
も
の
は
自
由
に
い
つ
で
も
取
り
出
せ
る
こ
と
が
、
近
代
な
の
で
す
。 

　
ガ
ス
が
そ
う
で
す
。
昔
で
い
え
ば
、
火
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と

で
、
点
け
木
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
火
打
石
で
火
を
つ
け
て
燃
や
す

こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
薪
や
炭
の
用
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
い

た
い
火
は
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
し
た
。
か
つ
て
は
汚
れ
た
火
と
清
浄
な
る

火
と
い
う
区
別
が
あ
り
ま
し
た
。
火
に
対
し
て
、
昔
の
人
は
非
常
に
神
経
質
で

し
た
。「
同
じ
釜
の
飯
を
食
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
別
に
同

じ
も
の
を
食
べ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
同
じ
火
で
煮
炊
き
し

た
も
の
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
今
は
い
つ
で
も
ガ

ス
が
通
じ
て
い
ま
す
か
ら
、
火
の
ス
ト
ッ
ク
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
今
や
必
要
な
も
の
は
コ
ン
ビ
ニ
に
行
け
ば
何
で
も
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
が

我
々
の
周
り
を
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
い
て
、
必
要
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
取
り
出
せ
ば

い
い
。
こ
う
い
う
生
活
が
近
代
化
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。 

　
か
つ
て
の
台
所
に
は
必
ず
大
き
な
甕
が
あ
っ
て
、
水
を
ス
ト
ッ
ク
し
て
お

く
。
限
ら
れ
た
水
使
い
で
し
た
。
す
る
と
、
そ
ん
な
に
頻
繁
に
食
器
を
洗
っ
た

り
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
箱
膳
が
有
効
だ
っ
た
の
で
す
。
大
変
合
理

的
な
食
器
で
す
。
し
か
も
専
業
主
婦
が
い
な
い
ん
で
す
。
女
性
も
男
性
も
同
じ

職
場
で
す
。
商
家
で
あ
ろ
う
と
農
家
で
あ
ろ
う
と
、
基
本
的
に
専
業
主
婦
と
い

う
も
の
が
い
ま
せ
ん
。
み
ん
な
働
き
手
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
台
所
の
後
始
末

を
一
人
に
集
中
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
得
策
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
箱
膳

が
廃
れ
て
、
ち
ゃ
ぶ
台
が
普
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
台
所
が
改
造
さ

れ
、
水
道
が
普
及
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を

後
始
末
す
る
専
業
主
婦
が
生
ま
れ
て
き
た
。
も
う
ひ
と
つ
、
家
族
構
成
が
小
さ

く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

　
夫
婦
子
ど
も
に
加
え
て
、
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
、
と
い
っ
た
比
較
的

小
さ
な
家
族
形
態
が
、
近
代
に
な
っ
て
一
般
化
し
て
き
ま
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

が
誕
生
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
通
勤
し
て
働
い
て
い
る
人
た
ち
。
そ
う
い
う
家

庭
が
都
市
に
登
場
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
ご
主
人
は
会
社
に
行

く
、
子
ど
も
た
ち
は
学
校
に
行
く
、
家
に
は
奥
さ
ん
が
一
人
で
残
る
。
こ
う
い

う
専
業
主
婦
が
、
こ
れ
に
伴
っ
て
登
場
し
て
き
ま
す
。
女
性
に
と
っ
て
も
あ
る

意
味
で
新
し
い
悩
み
が
誕
生
す
る
わ
け
で
す
。
完
全
な
る
主
婦
と
い
う
ひ
と
つ

の
イ
メ
ー
ジ
が
い
ろ
い
ろ
と
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
「
主
婦
の
友
」

「
主
婦
と
生
活
」
と
い
う
よ
う
に
「
主
婦
」
の
つ
い
た
雑
誌
が
さ
ま
ざ
ま
に
出
て
、

主
婦
の
あ
り
方
が
い
ろ
ん
な
形
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

   

　
私
は
、
も
う
二
五
年
程
も
前
で
す
が
、
石
毛
直
道
先
生
た
ち
と
一
緒
に
ち
ゃ

ぶ
台
の
研
究
を
や
り
ま
し
た
。
調
べ
て
み
る
と
、「
何
を
食
べ
て
い
ま
し
た
か
」

と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
の
問
い
に
対
し
て
、
箱
膳
時
代
の
回
答
の
ほ
う
が
明
快
に

出
て
く
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
・
昭
和
前
期
頃
か
ら
は
、
毎
日
変
わ
っ

た
も
の
を
食
べ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
信
念
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
て
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しっぽく 

く
る
。
毎
日
食
の
工
夫
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
主
婦
に
と
っ
て
は

大
変
な
悩
み
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
年
中
ば
ん
ざ
い
世
話
要
ら
ず
」
と
い

う
三
六
五
日
の
お
番
菜
の
名
前
を
ず
っ
と
書
き
並
べ
た
刷
り
物
が
明
治
三
〇
年

頃
に
出
来
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
毎
日
新
し
い
食
べ
物
を
工
夫
す
る
と

い
う
悩
み
が
出
て
き
た
。
こ
れ
は
ち
ゃ
ぶ
台
時
代
の
特
徴
で
す
。 

　
ち
ゃ
ぶ
台
に
な
っ
て
何
が
起
こ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
一
斉
に
食
べ
始
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
斉
に
食
べ
始
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
掛
け
声

が
必
要
な
ん
で
す
。
こ
れ
が
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
食
べ
終

わ
る
と
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
で
す
。
お
そ
ら
く
我
々
が
食
事
の
時
の
美
徳
、
美

し
い
作
法
だ
と
思
っ
て
い
る
「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
も
歴
史
的

に
見
る
と
、
ち
ゃ
ぶ
台
文
化
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
で
し
ょ
う
。
ち
ゃ
ぶ
台
以

前
か
ら
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
ち
ゃ
ぶ
台
時
代
に
な
っ
て
国
民
全
体
に
普

及
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

　
中
に
は
、
も
っ
と
呪
文
み
た
い
な
も
の
を
唱
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
戦
前

の
国
民
学
校
時
代
に
は
「
箸
取
ら
ば 
天
地
御
世
の
御
恵
み 

祖
先
や
親
の
恩
を

味
わ
い
頂
き
ま
す
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
食
前

の
挨
拶
の
言
葉
と
し
て
名
文
句
は
、「
鶴
亀
の
よ
わ
い
願
わ
ば
　
箸
取
り
て 

つ

る
つ
る
飲
む
な 

よ
く
ぞ
か
め
か
め
」
。
こ
れ
は
傑
作
で
す
ね
。
今
で
も
通
用
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
江
戸
の
人
は
う
ま
い
こ
と
考
え
る
も
の
だ
な
と
思
う
の

は
間
違
い
で
、
こ
れ
は
大
正
時
代
に
で
き
た
言
葉
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

大
正
時
代
、
ア
メ
リ
カ
に
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
と
い
う
人
が
い
て
、
よ
く
噛
む
運
動

を
唱
え
、
そ
の
主
義
主
張
で
あ
る
フ
レ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
が
日
本
に
入
っ
て
き
ま

し
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
影
響
の
中
で
作
ら
れ
た
挨
拶
語
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
こ
う
し
た
食
前
・
食
後
の
挨
拶
は
、
ち
ゃ
ぶ
台
が
、
国
民
文
化
と
し
て
定

着
し
た
時
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。 

　
ち
ゃ
ぶ
台
を
中
心
に
し
て
、
非
常
に
厳
し
い
躾
が
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
食
事

は
躾
の
場
に
な
る
わ
け
で
す
。
無
言
、
黙
っ
て
食
べ
る
と
い
う
の
は
我
々
は
非
常

に
き
つ
く
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。
じ
ゃ
あ
み
ん
な
黙
っ
て
食
べ
て
い
た
の
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
ま
す
と
、
面
白
い
で
す
ね
、

ひ
と
り
黙
っ
て
い
な
い
人
が
い
る
ん
で
す
。
父
親
で
す
。
父
親
は
延
々
と
お
説
教

し
た
と
い
う
ん
で
す
。
と
に
か
く
真
剣
に
食
べ
ろ
、
一
生
懸
命
食
べ
ろ
と
徹
底
的

に
怒
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
当
然
そ
う
い
う
ふ
う
な
中
で
、
箸
使
い
を
う
る
さ

く
言
わ
れ
ま
し
た
。
今
、
″箸
の
禁
止
　
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

か
ろ
う
じ
て
、
食
べ
物
を
箸
か
ら
箸
に
渡
す
「
渡
し
箸
」
と
か
「
挟
み
箸
」
と
か
言

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
さ
す
が
に
火
葬
の
連
想
が
あ
る
の
で
、
平
安
時
代
か
ら
そ
う

で
す
が
、
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
「
移
り
箸
」「
迷
い
箸
」
と
か
「
こ
ね

箸
」「
探
り
箸
」
と
か
、
い
ろ
ん
な
箸
の
禁
止
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
今
全
く

親
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
子
も
知
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ご
飯
の
食
べ
方
は
、
本
当
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
に
は
、
子
ど
も
が
お

菜
を
一
皿
ず
つ
食
べ
つ
く
し
て
い
く
食
べ
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言
い

ま
す
。
移
り
箸
は
そ
の
禁
止
で
、
お
菜
を
食
べ
た
ら
必
ず
ご
飯
を
一
口
食
べ
な

さ
い
、
と
教
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
菜
か
ら
お
菜
へ
箸
を
移
し
て
は
い
け
な
い
。

こ
れ
を
教
え
る
の
に
、
今
は
三
角
食
べ
と
い
う
の
で
す
が
、
必
ず
お
菜
や
汁
の
間

に
ご
飯
を
一
口
と
い
う
食
べ
方
が
、
改
め
て
見
直
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
や
っ
ぱ
り
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
は
主
食
と
い
う
考

え
方
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ご
飯
を
い
つ
も
主
に
し
て
、
お
菜
を
食
べ
て
い
く

と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
西
洋
の
お
料
理
と
は
、
全
然
性
格
の
違

う
料
理
の
構
造
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
日
本
料
理
の
食
べ
方
を
海
外
で

も
日
常
の
家
庭
で
も
教
え
て
、
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  

　
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
食
卓
が
家
庭
の
団
欒
の
場
で
あ
る
と
い
う
神
話
が
出

来
て
き
た
の
か
。
こ
れ
は
、
神
話
と
い
う
の
は
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
事
実
楽
し
い
場
合
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
「
そ
う
あ
る
べ
き

だ
」
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

　
こ
の
こ
と
を
最
初
に
言
っ
た
の
は
、
明
治
三
六
年
、
堺
利
彦
と
い
う
社
会
主

義
者
で
す
。
堺
利
彦
は
、
明
治
時
代
に
日
本
に
初
め
て
社
会
主
義
が
入
っ
て
き

た
と
き
の
先
覚
者
の
一
人
で
す
。
堺
利
彦
が
書
い
て
い
る
中
の
ひ
と
つ
に
、

「
家
庭
の
新
風
味
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
は
今
、
講
談
社
学
術
文

庫
の
中
に
「
新
家
庭
論
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
度
ぜ

                         

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

し
つ
け 

″ 

食
卓
と
家
庭
の
団
欒
神
話 
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ちゃぶ台は 
大正から昭和にかけて普及 

そ

で

い
ん
で
す

ケ

見

す

面

い
で
す
ね

ひ
と
り
黙
っ
て
い
な
い
人
が
い
る
ん
で
す
。
父
親
で
す
。
父
親
は
延
々
と
お
説
教

し
た
と
い
う
ん
で
す
。
と
に
か
く
真
剣
に
食
べ
ろ
、
一
生
懸
命
食
べ
ろ
と
徹
底
的

た

の
先
覚
者
の
一
人
で
す

堺
利
彦
が
書
い
て
い

中
の

つ

「
家
庭
の
新
風
味
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
は
今
、
講
談
社
学
術
文

庫
の
中
に
「
新
家
庭
論
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
度
ぜ

ひ
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
想
が
入
っ
て
い
ま

す
け
れ
ど
、
な
か
な
か
面
白
い
本
で
す
。 

　
家
庭
で
、
三
度
三
度
の
食
事
が
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
説
い
て
い
る
ん
で

す
。
朝
の
食
事
は
、
い
ざ
今
日
一
日
を
正
し
く
過
ご
す
た
め
の
食
事
で
あ
る
、

と
こ
う
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
味
噌
汁
と
ご
飯
を
食
べ
な
が
ら
、
今
日
一
日

を
ど
う
過
ご
す
か
を
お
互
い
に
語
り
合
う
べ
き
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す

ね
。
お
昼
は
、
父
親
は
職
場
、
子
ど
も
た
ち
は
学
校
、
主
婦
は
家
で
食
べ
る
か

ら
、
さ
し
て
言
う
こ
と
な
し
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
夜
。
こ
れ

は
、
一
日
の
中
で
最
も
豊
か
な
食
事
で
あ
る
。
酒
も
あ
る
、
菓
子
も
あ
る
。
今

日
一
日
が
間
違
う
こ
と
も
な
く
過
ご
せ
た
こ
と
を
お
互
い
に
報
告
し
合
い
、
今

日
一
日
の
幸
せ
を
お
互
い
に
喜
び
合
っ
て
食
べ
な
さ
い
、
と
こ
う
書
い
て
あ

る
。
そ
ん
な
こ
と
は
実
際
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

が
、
明
治
三
五
・
六
年
か
ら
言
い
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
貧
し
い
な
が
ら
も
、
幸
せ
な
、
楽
し
き
我
が
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
我
々
が

浮
か
べ
た
と
き
、
藁
屋
根
の
家
の
中
で
、
裸
電
球
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
、
ち

ゃ
ぶ
台
を
囲
ん
で
、
親
子
み
ん
な
が
そ
こ
で
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
風
景
。
こ
れ

が
貧
し
い
な
が
ら
も
楽
し
き
我
が
家
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
作

ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
む
し
ろ
食
卓
と
い
う
の
は
、
団

欒
と
い
う
よ
り
も
、
正
座
を
し
ろ
、
肘
を
張
る
な
、
よ
そ
見
を
す
る
な
、
黙
っ

て
食
べ
ろ
と
い
う
よ
う
な
躾
の
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
家
庭
に
団
欒
の
場
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
食
事
の
終

わ
っ
た
後
が
団
欒
で
し
た
。
食
事
が
終
わ
っ
て
お
風
呂
に
入
る
前
に
、
お
じ
い
さ

ん
か
ら
昔
話
を
聞
い
た
と
か
、
夜
な
べ
仕
事
を
し
な
が
ら
が
団
欒
し
た
な
ど
と
い

う
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
も
あ
り
ま
し
た
。
む
し
ろ
食
事
と
団
欒
が
別
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
ち
ゃ
ぶ
台
自
体
が
日
本
の
国
民
文
化
と
し
て
普
及
し
た
の
が
、

だ
い
た
い
大
正
か
ら
昭
和
時
代
で
す
。 

  

　
と
こ
ろ
が
昭
和
四
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
の
時
に
、
日
本
は
も
う
一
度
食

卓
の
大
転
換
を
し
ま
す
。
こ
れ
が
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
の
導
入
で
す
。 

　
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
が
ど
う
し
て
入
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
き
っ
か

け
は
お
そ
ら
く
住
宅
公
団
が
作
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
い
わ
ゆ
る
公
団
住
宅
で

す
。
公
団
住
宅
の
設
計
の
中
で
出
て
き
た
の
が
、
寝
食
分
離
で
す
。
寝
室
と
食

事
す
る
と
こ
ろ
を
別
に
す
べ
き
だ
。
そ
の
た
め
に
リ
ビ
ン
グ
ダ
イ
ニ
ン
グ
、
つ

ま
り
居
間
と
食
堂
を
一
体
化
し
た
場
所
を
作
り
、
そ
れ
と
別
に
寝
る
と
こ
ろ
を

作
る
、
こ
う
い
う
方
針
で
し
た
。
食
事
す
る
場
所
と
寝
る
場
所
に
、
同
じ
と
こ

ろ
を
使
っ
て
い
た
、
こ
れ
を
分
け
ろ
と
い
う
。
な
ぜ
分
け
る
の
か
と
い
う
と
、

ま
た
衛
生
問
題
で
す
。
寝
室
と
食
堂
が
一
緒
で
は
衛
生
的
に
良
く
な
い
と
い
う

の
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
昔
は
本
当
に
よ
く
掃
除
し
た
も
の
で
す
。

あ
れ
だ
け
掃
除
す
れ
ば
別
に
衛
生
的
に
問
題
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ

が
よ
ろ
し
く
な
い
と
い
う
の
で
、
食
事
す
る
た
め
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
と

い
う
の
が
出
来
て
く
る
。
椅
子
で
ご
飯
を
食
べ
る
。
こ
れ
が
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー

ブ
ル
時
代
の
幕
開
け
で
す
。
昭
和
四
〇
年
代
に
ち
ゃ
ぶ
台
と
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー

ブ
ル
の
全
国
的
な
比
率
が
逆
転
し
ま
す
。 

　
一
人
ず
つ
の
お
膳
に
替
わ
っ
て
、
何
人
か
で
お
膳
を
囲
む
と
い
う
の
は
、
全

部
外
来
文
化
で
す
。
大
饗
と
い
う
の
は
中
国
文
化
、
そ
の
後
、
卓
袱
料
理
と
い

う
の
が
江
戸
時
代
に
入
り
ま
す
。
こ
れ
も
中
国
文
化
で
す
。
そ
れ
か
ら
ち
ゃ
ぶ

台
と
い
う
の
は
日
本
人
の
発
明
で
す
が
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
は
も
ち
ろ
ん

西
洋
文
化
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
み
ま
す
と
、
や
っ
ぱ
り
外
来
的
要
素

が
日
本
の
食
事
文
化
を
大
き
く
変
え
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か

し
、
乗
っ
て
い
る
も
の
は
和
食
な
ん
で
す
。 

　
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
に
と
も
な
っ
て
起
こ
っ
た
変
化
は
何
で
し
ょ
う
か
。

一
言
で
い
う
と
、
躾
が
完
全
に
食
卓
か
ら
消
滅
し
た
こ
と
で
す
。 

　
時
代
は
高
度
経
済
成
長
期
で
す
か
ら
、
父
親
は
企
業
戦
士
で
帰
宅
は
遅
い
。

ま
ず
第
一
に
父
親
抜
き
の
、
お
母
さ
ん
と
子
ど
も
た
ち
の
食
事
が
、
夕
食
の
風

景
に
な
り
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
食
べ
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
、
そ

う
い
う
音
、
会
話
と
い
う
も
の
に
非
常
に
無
神
経
な
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
。

併
せ
て
、
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
食
卓
の
副
食
、
お
菜
類
が
非
常
に
豊
富

に
な
っ
て
き
ま
す
。
大
皿
料
理
と
い
う
も
の
が
出
て
き
て
、
皆
が
自
由
に
取
り

分
け
ら
れ
る
。
余
る
ほ
ど
料
理
が
あ
る
。
食
卓
の
意
味
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き

                

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

だ
い
き
ょ
う
　
　
　                                                            

し
っ
ぽ
く 

ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
の
時
代 
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ま
し
た
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
ま
さ
に
団
欒
の
場
に
変
わ
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
お
父
さ
ん
が
い
な
い
こ
と
が
大
変
問
題
な
の
で
す

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
食
事
が
楽
し
い
食
事
に
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
か
と

思
い
ま
す
。
か
つ
て
義
務
で
あ
っ
た
食
事
が
、
楽
し
み
の
食
事
に
な
っ
て
き

た
。
こ
れ
は
大
変
あ
り
が
た
い
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
改
め
て
食
卓
が
家

族
の
絆
と
し
て
見
直
さ
れ
て
く
る
。
非
常
に
大
事
な
場
面
に
な
っ
て
く
る
。

我
々
が
家
庭
で
寄
り
合
う
場
所
は
、
食
卓
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
、

そ
の
こ
と
が
崩
れ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

   

　
個
食
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
ひ
と
り
ず
つ

自
分
の
部
屋
に
持
っ
て
い
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
個
食
が
、
児
童
の
三
割
と
か
四

割
と
か
い
う
く
ら
い
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
家
庭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
考
え
る
と
大
変
も
っ
た
い
な
い
話
で
す
。
円
地
文
子
さ
ん
の
小
説
で

「
食
卓
の
な
い
家
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
浅
間
山
荘
事
件
を
テ

ー
マ
に
し
た
小
説
で
す
が
、
食
卓
が
な
い
、
つ
ま
り
家
族
の
絆
と
い
う
も
の
が

失
わ
れ
た
家
庭
と
い
う
意
味
合
い
で
、
食
卓
の
な
い
家
を
書
い
て
い
ま
す
。
食

べ
る
と
か
飲
む
こ
と
は
、
何
よ
り
も
人
と
人
を
強
く
結
び
つ
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
だ
ろ
う
と
言
え
ま
す
。 

　
ち
ゃ
ぶ
台
は
、
美
し
さ
、
つ
ま
り
食
べ
る
際
の
見
た
目
の
行
儀
の
良
さ
を
、

作
法
と
し
て
非
常
に
上
手
に
育
て
て
き
た
面
が
あ
り
ま
す
。
今
、
食
卓
で
子
ど

も
を
見
つ
め
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
無
作
法
を
咎
め
る
人
が
い
な

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
食
事
作
法
を
教
え
る
場
面
も
な
け
れ
ば
、

教
え
る
人
も
い
な
い
。
な
か
な
か
伝
え
に
く
い
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
時
代
に
な
っ
て
き
て
は
い
る
け
れ
ど
、
一
方
で
は
、
先
程
来
も
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、
食
事
は
皆
が
無
防
備
、
裸
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
裸
に
な
る
場

面
と
い
う
の
は
人
間
が
一
番
親
し
く
な
れ
る
場
面
で
も
あ
り
ま
す
。
お
互
い
無

防
備
に
な
っ
て
、
お
互
い
裸
に
な
っ
て
相
手
に
自
ら
を
さ
ら
し
て
し
ま
う
、
そ

う
い
う
食
事
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
最
も
有
力
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
う

る
の
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
食
事
場
面
を
家
の
中
に
持
っ
て
い
る

こ
と
は
、
家
族
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
上
で
、
非
常
に
大
事
な
こ
と

で
す
。 

　
し
た
が
い
ま
し
て
、
な
る
ほ
ど
躾
の
場
と
し
て
は
機
能
が
今
や
な
く
な
っ
て

き
ま
し
た
け
れ
ど
、
食
卓
が
、
家
族
の
絆
を
つ
む
ぎ
出
し
て
い
く
上
で
、
非
常

に
大
事
な
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
益
々
意
味
を
大
き
く
し
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
近
代
の
食
卓
が
、
箱
膳
か
ら
ち
ゃ
ぶ
台
に
な
り
、
ち
ゃ
ぶ
台
か
ら
ダ
イ
ニ
ン

グ
テ
ー
ブ
ル
へ
と
、
三
変
す
る
よ
う
な
変
化
を
と
げ
た
国
は
、
世
界
中
見
渡
し

て
も
日
本
だ
け
で
す
。
日
本
は
そ
う
い
う
意
味
で
大
変
大
き
な
変
化
を
と
げ
て

き
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
変
化
は
、
単
な
る
形
態
的
な
変
化
で
は
な
く
、
そ
こ

に
は
当
然
家
族
像
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。 

　
か
つ
て
の
大
家
族
的
な
、
大
人
数
で
も
少
人
数
で
も
自
由
に
伸
縮
自
在
で
、

い
つ
も
職
場
が
背
中
あ
わ
せ
に
あ
る
よ
う
な
場
に
一
番
合
理
的
で
あ
っ
た
箱

膳
。
そ
れ
か
ら
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
中
心
に
な
り
単
婚
小
家
族
、
親
子
と
い
う

も
の
を
基
本
形
態
と
す
る
よ
う
な
小
さ
な
家
庭
が
作
ら
れ
て
き
た
と
き
の
ち
ゃ

ぶ
台
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
今
や
崩
壊
し
て
、
家
族
が
そ
れ
ぞ
れ
分
裂
し
だ
し
て

い
る
。
家
族
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絆
を
非
常
に
薄
め
て
き
た
。
そ
う
い
う
時
代
の

ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
。
こ
う
い
う
中
で
、
も
う
一
度
食
卓
を
復
活
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
食
育
は
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
も
大
事
で
す
が
、
家
庭
に
お
け
る

食
の
意
味
を
ど
う
や
っ
て
新
た
に
創
造
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
課

題
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
名
誉
教
授
、（
財
）
林
原

美
術
館
館
長
。
文
学
博
士
。
一
九
四
三
年
東
京
生
ま
れ
。
六
五
年
東
京
教
育
大
学
文

学
部
史
学
科
卒
業
。
七
一
年
同
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
日
本
文
化
史
専
攻
。

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
講
師
、
筑
波
大
学
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
な

ど
を
経
て
現
職
。
茶
道
史
、
寛
永
文
化
の
ほ
か
に
、
日
本
の
料
理
文
化
史
、
民
芸
運
動

な
ど
を
幅
広
く
研
究
。
著
書
に
、『
茶
の
湯
』（
教
育
社
）、
『
千
利
休
』（
平
凡
社
）、

『
近
代
茶
道
史
の
研
究
」（
日
本
放
送
出
版
協
会
）、『
寛
永
文
化
の
研
究
』（
吉
川
弘
文

館
）、『
昔
の
茶
の
湯
今
の
茶
の
湯
』（
淡
交
社
）、『
後
水
尾
天
皇
』（
岩
波
書
店
）、『
近

代
数
寄
者
の
茶
の
湯
』（
河
原
書
店
）、『
文
化
と
し
て
の
マ
ナ
ー
』（
岩
波
書
店
）
ほ
か
。 

　
熊
倉  

功
夫
（
く
ま
く
ら
・
い
さ
お
） 

CEL

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
の
食
卓
の
重
要
性 


