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中
国
人
類
学
の
古
典
を
読
む

―
費
孝
通
著
　
横
山
廣
子
訳
『
生
育
制
度
―
中
国
の
家
族
と
社
会
』

西　

澤　

治　

彦

　
　
　
Ⅰ

費
孝
通
の
『
生
育
制
度
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
国
共
内
戦
の
さ
な
か
の
一
九
四
七
年
の
こ
と
で
、
社
会
主
義
革
命
以
降
は
、
長
ら
く
日

の
目
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
間
の
長
い
中
断
は
、
費
孝
通
自
身
が
反
右
派
闘
争
や
文
化
大
革
命
で
批
判
さ
れ
、
知
的
な
活
動
を

封
印
さ
れ
て
い
た
時
間
と
重
な
る
。
発
行
部
数
も
限
ら
れ
て
い
た
し
、
右
派
と
し
て
批
判
さ
れ
た
著
者
の
本
は
、
図
書
館
で
も
封
印
さ
れ

た
状
態
だ
っ
た
。
こ
の
長
い
中
断
は
、
研
究
者
と
し
て
の
費
孝
通
に
と
っ
て
の
損
失
だ
け
で
な
く
、
中
国
社
会
学
に
と
っ
て
も
損
失
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
三
四
年
の
歳
月
を
経
て
、
改
革
開
放
の
進
む
一
九
八
一
年
に
な
り
、
再
出
版
さ
れ
た
。
名
誉
回
復
さ
れ
て
か
ら
の
費

孝
通
は
、
そ
れ
ま
で
の
失
わ
れ
た
時
間
を
取
り
返
す
か
の
よ
う
に
、
精
力
的
に
研
究
活
動
を
行
な
う
と
同
時
に
、
中
国
社
会
学
・
人
類
学

の
再
建
に
尽
力
し
、
二
〇
〇
五
年
に
逝
去
さ
れ
た
。
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『
生
育
制
度
』
は
中
国
で
再
刊
さ
れ
て
間
も
な
い
一
九
八
五
年
に
、
日
本
で
も
横
山
廣
子
氏
に
よ
っ
て
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
邦
訳
が

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
三
五
年
の
年
月
が
流
れ
て
い
る
が
、
先
年
、
本
書
を
大
学
の
演
習
で
輪
読
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
本
稿
は

こ
れ
を
期
に
、
本
書
の
も
つ
価
値
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
長
く
読
み
継
が
れ
る
本
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
も
の
だ
。

日
本
語
版
へ
の
序
文
に
あ
る
と
お
り
、
本
書
は
三
部
作
の
第
二
部
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
た
。
第
一
部
は
、
一
九
四
八
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
郷
土
中
国
』（
一
九
四
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
郷
土
重
建
』
は
そ
の
兄
弟
編
）
で
、
中
国
社
会
シ
ス
テ
ム
の
分
析
が
主
題
で
あ
っ
た
。

第
二
部
の
『
生
育
制
度
』
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
分
析
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
第

三
部
は
変
化
の
問
題
を
扱
う
予
定
で
あ
っ
た
。

も
う
少
し
本
書
が
成
立
す
る
ま
で
の
背
景
を
み
て
お
こ
う
。
一
九
三
八
年
、
留
学
先
の
ロ
ン
ド
ン
に
てPeasant Life in China

の

校
正
を
終
え
、
帰
国
の
途
に
つ
い
た
彼
を
待
っ
て
い
た
の
は
日
中
戦
争
の
戦
禍
で
あ
っ
た
。
清
華
大
学
も
昆
明
に
移
転
し
、
北
京
大
学
な

ど
と
西
南
聯
合
大
学
を
構
成
し
て
い
た
。
こ
こ
で
燕
京
大
学
時
代
の
恩
師
で
あ
る
呉
文
藻
と
再
会
し
、
彼
の
助
力
に
よ
っ
て
昆
明
郊
外
の

禄
豊
県
の
農
村
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
成
果
を
携
え
て
一
九
四
三
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、E

arthbound China 

な
ど
を
出
版
す
る
。

一
九
四
四
年
に
帰
国
す
る
と
、
雲
南
大
学
と
西
南
聯
合
大
学
に
て
、
家
族
問
題
と
農
村
社
会
の
授
業
を
担
当
し
た
。
生
活
の
た
め
も
あ

り
、
一
回
の
講
義
が
終
わ
る
ご
と
に
文
章
に
し
て
雑
誌
な
ど
に
発
表
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
終
戦
と
な
り
、
一
九
四
六
年
に
北
京
に
戻
る

前
に
、
そ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
文
章
を
テ
ー
マ
ご
と
に
分
類
し
、
農
村
社
会
に
関
す
る
も
の
を
『
郷
土
中
国
』
に
、
家
族
問
題
に
関
す

る
も
の
を
『
生
育
制
度
』
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
編
集
作
業
の
仕
上
げ
は
、
故
郷
の
江
蘇
省
で
行
っ
た
が
、
当
初
の
計
画
で

あ
っ
た
親
族
制
度
に
関
す
る
数
章
を
追
加
す
る
こ
と
な
く
、
切
り
上
げ
る
し
か
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
費
孝
通
に
と
っ
て
心
残
り
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
彼
は
調
査
研
究
活
動
が
再
開
さ
れ
て
間
も
な
く
、
家
族
制
度
に
関
す
る

二
本
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。「
中
国
家
族
構
造
の
変
動
」（
一
九
八
二
）
と
「
家
族
行
動
の
変
動
に
お
け
る
老
人
の
扶
養
問
題
」

64



中国人類学の古典を読む―費孝通著　横山廣子訳『生育制度―中国の家族と社会』　西澤治彦

（
一
九
八
三
）
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
日
本
語
版
の
出
版
に
際
し
、
こ
の
二
本
の
論
文
が
付
論
と
し
て
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
本
書
の
成
立

の
事
情
や
費
孝
通
の
心
情
を
考
え
る
と
、
極
め
て
妥
当
な
判
断
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
　
　
Ⅱ

さ
て
、
初
版
の
出
版
か
ら
七
十
年
以
上
を
経
た
今
日
、
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
本
書
を
読
む
意
義
は
何
で
あ
る
か
。
名
著
と
も
い
う
べ

き
『
郷
土
中
国
』
の
姉
妹
編
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
別
に
し
て
も
、『
生
育
制
度
』
に
は
、
個
別
の
価
値
が
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
「
日
本

語
版
へ
の
序
文
」
を
見
て
み
よ
う
。
彼
の
言
葉
に
よ
る
と
、
本
書
を
貫
い
て
い
る
一
つ
の
観
点
は
、
個
人
に
生
死
が
あ
る
一
方
、
社
会
は

継
続
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
が
存
在
し
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
一
連
の
方
法
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
こ

の
矛
盾
は
個
体
の
新
陳
代
謝
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
が
、
こ
の
過
程
は
単
に
生
物
的
機
能
に
依
存
す
る
だ
け
で
は
完
成
さ
れ
ず
、
社
会
的

な
養
育
活
動
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
新
し
い
個
体
が
生
ま
れ
た
だ
け
で
は
、
社
会
の
維
持
は
保
障
さ
れ
な
い
。
い
か
な
る
集
団
に
も
、

歴
史
的
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
、
社
会
的
に
こ
の
過
程
を
完
成
さ
せ
る
方
法
が
あ
り
、
こ
れ
を
彼
は
「
生
育
制
度
」
と
名
付
け
た
。
そ

の
意
図
は
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
「
性
愛
―
結
婚
―
家
庭
―
生
育
」
と
い
う
順
序
を
逆
か
ら
考
え
、
生
育
の
必
要
性
か
ら
「
家
」
が
出

現
し
、
そ
の
為
に
結
婚
の
手
続
き
が
あ
り
、
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
に
社
会
が
定
め
る
異
性
関
係
が
発
生
す
る
、
と
い
う
発
想
に
基
づ

く
。
そ
の
際
、
彼
は
個
人
と
社
会
の
関
係
を
明
確
に
定
義
し
て
い
る
。
即
ち
、
社
会
は
個
人
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
多
く
の
個
人
が

い
っ
た
ん
共
同
生
活
を
営
む
集
団
を
形
成
す
る
と
、
個
人
を
凌
駕
し
個
人
を
支
配
す
る
実
態
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
が
社
会
で
あ
る
。
社
会

は
個
人
の
生
活
様
式
を
型
に
は
め
る
も
の
で
も
あ
り
、
生
活
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
間
は
社
会
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
家
族
制
度
か
ら
社
会
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
と
い
う
「
超
シ
ス
テ
ム（

注
１
）」

の
維
持
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と
い
う
視
点
か
ら
、
演
繹
的
に
家
族
制
度
を
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
大
胆
な
試
み
は
、
や
や
荒
削
り
な
と
こ
ろ
も
な
く
は

な
い
が
、
多
く
の
新
た
な
知
見
を
生
み
出
し
て
お
り
、
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

も
う
一
つ
、
本
書
に
貫
か
れ
て
い
る
視
点
は
、
中
国
文
化
の
観
点
か
ら
家
族
制
度
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
費
孝
通

は
、
西
欧
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
は
い
る
が
、
自
分
が
中
国
文
化
の
中
で
育
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
俗
諺
に
あ

る
「
伝
宗
接
代
」
の
如
く
、
中
国
文
化
の
社
会
観
と
は
、
社
会
の
前
に
個
人
を
置
く
の
で
は
な
く
、
社
会
の
中
に
個
人
を
置
く
、
と
い
う

も
の
だ
。
そ
の
上
で
、
西
欧
で
主
流
の
学
説
に
対
し
、
社
会
は
集
団
内
の
多
く
の
個
人
の
間
の
契
約
的
結
合
に
よ
っ
て
は
成
立
し
え
な

い
、
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

当
時
の
費
孝
通
は
英
文
で
も
中
国
に
関
す
る
本
を
書
い
て
い
る
が
、『
郷
土
中
国
』
と
『
生
育
制
度
』
は
、
中
国
人
学
生
向
け
の
講
義

が
ベ
ー
ス
に
あ
り
、
中
国
人
読
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
冊
は
、
三
年
間
の
イ
ギ
リ
ス
滞
在
と
一
年
間
の
ア
メ
リ
カ

滞
在
の
経
験
が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
人
類
学
者
に
よ
る
先
行
研（

注
２
）究

を
ベ
ー
ス
に
、
自
ら
の
西
欧
社
会
の
分
析
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
視
野
の
広
さ
が
人
類
学
的
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
生
み
だ
し
、
本
書
の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
邦
訳
で
は
適
切
に
も
「
中
国
の

家
族
と
社
会
」
と
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
費
孝
通
の
目
指
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
人
類
に
普
遍
的
な
シ
ス
テ
ム
を
モ
デ
ル
化
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
実
際
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
人
類
一
般
の
話
で
あ
る
。
但
し
、
費
孝
通
の
社
会
観
が
中
国
文
化
に
立
脚
し
て
い
る
こ

と
、
中
国
の
事
例
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
を
中
国
の
家
族
論
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
別
な
言
い
方

を
す
れ
ば
、
家
族
論
一
般
と
中
国
の
事
例
と
が
う
ま
く
融
合
し
て
い
て
、
読
者
は
一
読
す
れ
ば
そ
の
両
方
を
同
時
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。

そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
費
孝
通
の
独
自
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
今
日
、
本
書
を
読
み
返
し
て
も
決
し
て
古
さ
を
感

じ
さ
せ
な
い
理
由
で
あ
ろ
う
。
一
般
論
と
し
て
読
ん
だ
場
合
、
以
下
の
諸
点
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
、
生
理
的
養
育
は
単
系
（
母
系
）
で
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あ
る
が
、
養
育
は
父
母
の
双
系
で
為
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
双
系
へ
の
変
化
こ
そ
が
人
の
人
た
る
所
以
（
子
猫
は
父
親
を
知
ら
な
い
）
と
い

う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
社
会
的
に
作
ら
れ
た
父
性
」
が
家
族
の
誕
生
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
い
う
、
近
年
の
霊
長
類

研
究
の
成（

注
３
）果

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。
イ
ン
セ
ス
ト
タ
ブ
ー
に
関
し
て
は
、
ウ
ェ
ス
タ
ー
マ
ル
ク
や
フ
ロ
イ
ト
の
説

を
批
判
的
に
紹
介
し
つ
つ
、
性
的
関
係
は
文
化
に
先
行
す
る
も
の
で
、
社
会
的
な
産
物
を
破
壊
し
か
ね
な
い
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ

れ
故
に
社
会
構
造
の
安
定
を
維
持
す
る
た
め
に
は
性
と
い
う
力
を
制
圧
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
外
婚
規
定
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。
外
婚
規
定
は

生
活
集
団
に
属
し
て
い
な
い
者
同
士
の
間
に
婚
姻
関
係
を
作
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
後
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
交
換
論
に

繋
が
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
異
性
関
係
の
制
限
を
婚
姻
の
基
本
的
意
味
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
（
夫
婦
外
の
性
生
活
が

自
由
で
あ
ろ
う
と
、
婚
姻
関
係
の
混
乱
を
引
き
起
こ
し
得
な
い
）
と
も
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
霊
長
類
学（

注
４
）者

が
主
張
す
る
、
家
族
を

支
え
て
い
る
の
は
性
関
係
で
は
な
く
、
経
済
関
係
（
具
体
的
に
は
食
事
を
共
に
す
る
こ
と
）
と
い
う
指
摘
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

社
会
構
造
に
お
け
る
「
基
本
三
角
形
」
の
モ
デ
ル
も
独
自
の
見
解
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
二
点
間
（
夫
婦
間
）
の
関
係
は
第
三
の
点

（
子
供
）
の
存
在
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
夫
婦
関
係
は
親
子
関
係
を
前
提
と
し
、
親
子
関
係
も
ま
た
夫
婦
関

係
を
必
要
条
件
と
す
る
。
夫
婦
間
に
は
実
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
第
三
点
（
子
供
）
は
ま
だ
虚
点
で
あ
り
、
子
供
が
生
ま
れ
て
初
め
て

こ
の
三
角
形
が
実
線
で
結
ば
れ
、
安
定
す
る
。
虚
点
は
点
が
な
い
の
と
は
違
う
。
但
し
、
子
供
が
生
ま
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
段
階

の
夫
婦
に
は
緊
張
と
未
確
定
の
力
が
内
包
さ
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
日
本
で
も
「
子
は
か
す
が
い
」
と
言
う
言
い
回
し
が
あ
る
が
、

費
孝
通
の
モ
デ
ル
は
こ
れ
を
力
学
的
に
説
明
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
基
本
三
角
形
」
は
、
ま
さ
に
「
基
本
家
族
」（
マ
ー
ド
ッ
ク
の

い
う
核
家
族
）
に
他
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
恋
愛
の
も
つ
れ
を
表
わ
す
「
三
角
関
係
」
は
水
平
上
の
三
点
で
し
か
な
く
、
性
愛
は
多
元

的
で
あ
る
が
真
の
三
角
形
を
生
み
出
し
得
な
い
こ
と
、
一
夫
多
妻
制
も
多
角
関
係
で
は
な
く
、
複
数
の
三
角
形
が
一
つ
の
頂
点
を
共
有
し

て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
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本
書
の
後
半
は
、
こ
う
し
た
家
族
制
度
が
世
代
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。
費
孝
通
は
ま
ず

パ
ー
ク
の
モ
デ
ル
を
引
き
、「
共
生
」
と
「
契
合
」
の
二
つ
の
概
念
を
区
別
す
る
。
即
ち
、
人
間
関
係
に
は
「
共
生
」（
互
い
に
相
手
を
利

用
）
と
「
契
合
」（
相
手
を
同
様
の
意
識
と
人
格
を
有
す
る
者
と
み
な
す
）
と
が
あ
り
、
後
者
の
関
係
か
ら
道
徳
が
生
ま
れ
、
社
会
が
形

成
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
親
子
関
係
は
、
生
理
的
な
関
係
か
ら
共
生
関
係
を
経
て
、
契
合
関
係
へ
と
変
化
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。
や
が

て
子
供
は
「
社
会
的
離
乳
」
を
し（
成
人
式
は
そ
の
た
め
の
儀
礼
）、
新
た
な
三
角
形
を
形
成
し
、
元
の
家
族
は
人
知
れ
ず
解
体
し
て
い
く
。

こ
う
し
た
「
社
会
継
替
」（「
社
会
の
構
成
要
素
の
代
替
わ
り
を
指
す
造
語
）
に
お
い
て
は
、
親
族
原
理
が
利
用
さ
れ
る
故
に
、
親
族
組

織
に
世
代
別
、
男
女
別
、
単
系
重
視
、
親
疎
の
程
度
と
い
っ
た
特
徴
が
生
じ
た
、
と
す
る
説
も
興
味
深
い
。「
世
代
参
差
」
も
費
孝
通
の

造
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
世
代
交
替
が
必
ず
し
も
親
子
間
の
二
世
代
だ
け
で
は
な
さ
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
家
族
レ
ベ
ル
は
双
系
な
の
に
、
家
族
レ
ベ
ル
を
超
え
る
と
単
系
（
多
く
は
父
系
）
に
な
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
し
て

も
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
学
説
を
敷
衍
し
、
明
確
に
答
え
を
出
し
て
い（

注
５
）る

。
人
類
社
会
に
お
い
て
単
系
が
偏
重
さ
れ
る
理
由
は
、
財
産
や

権
力
の
継
承
は
双
系
で
は
複
雑
に
な
り
す
ぎ
て
不
可
能
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
社
会
継
替
が
単
系
で
為
さ
れ
る
故
に
、
親
族

体
系
も
ま
た
単
系
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
訳
だ
。
生
育
と
い
う
機
能
を
持
っ
た
家
族
が
人
類
に
普
遍
的
な
の
に
対
し
、
単
系
出

自
集
団
が
必
ず
し
も
普
遍
的
で
な
い
の
は
、
そ
れ
が
持
つ
機
能
が
普
遍
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
明
快
で
あ
る
。
兄
弟
間

の
競
合
関
係
や
分
家
と
老
人
扶
養
の
制
度
も
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
。

人
口
問
題
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
社
会
の
容
量
（
人
口
）
は
構
造
の
限
定
を
受
け
る
こ
と
、
人
口
過
多

は
病
状
で
あ
り
病
源
で
は
な
い
こ
と
、
無
職
の
人
々
は
予
備
軍
と
し
て
社
会
の
必
要
物
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
サ
ス

を
批
判
し
つ
つ
、
産
児
制
限
の
必
要
性
を
説
く
。

日
本
の
読
者
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
一
般
論
も
示
唆
に
富
む
が
、
中
国
の
家
族
制
度
を
分
析
し
た
部
分
も
興
味
深
く
思
う
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
堕
胎
、
嬰
児
殺
し
、
遺
棄
致
死
の
事
例
が
西
欧
社
会
と
比
較
し
て
中
国
に
多
い
こ
と
、
中
国

の
夫
婦
が
経
済
上
の
協
働
を
重
視
し
、
欧
米
に
比
べ
て
感
情
生
活
が
薄
い
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
費
孝
通
は
こ
れ
ら
を
中
国
伝
統

文
化
の
病
癖
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
童ト
ン
ヤ
ン
シ
ー

養
媳
の
制
度
、『
紅
楼
夢
』
に
描
か
れ
て
い
る
イ
ト
コ
婚
や
妾
の
子
供
の
地
位
、
上
層

階
級
に
お
け
る
乳
母
制
度
、
親
族
体
系
に
み
ら
れ
る
隔
世
代
継
承
原
則
、
居
住
形
態
に
つ
い
て
も
家
族
と
世
帯
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
こ
と
な
ど
、
随
所
に
中
国
な
ら
で
は
の
特
徴
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
は
、
故
郷
の
江
蘇
省
や
滞
在
中
の
雲
南
省
の
ほ

か
、
一
九
三
五
年
に
調
査
し
た
広
西
の
花
藍
瑤
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
Ⅲ

本
書
は
七
十
数
年
前
に
書
か
れ
た
家
族
制
度
論
で
は
あ
る
。
そ
の
後
、
出
自
を
核
と
す
る
親
族
組
織
の
研
究
は
大
き
な
進
展
を
見
せ
て

お
り
、
非
単
系
出
自
に
関
し
て
も
精
緻
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
本
書
の
議
論
の
う
ち
、
今
日
、
学
問
的
に
大
き
く
修
正

さ
れ
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
モ
ー
ガ
ン
の
家
族
の
進
化
モ
デ
ル
も
批
判
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
費
孝
通
の
議
論

の
背
景
に
は
、
師
で
あ
る
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
や
フ
ァ
ー
ス
、
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
な
ど
の
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
の
最
先
端

の
知
見
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
も
い
え
る
が
、
今
日
読
み
返
し
て
み
る
と
、
本
書
は
構
造
機
能
主
義
的
な
考
え
方
で
貫
か

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
構
造
機
能
主
義
自
体
は
一
つ
の
方
法
論
で
あ
り
、
構
造
主
義
や
そ
れ
に
続
く
新
た
な
方
法
論
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
そ
の
有
効
性
を
失
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

費
孝
通
が
人
類
学
を
学
ん
だ
の
は
、
人
類
学
が
人
類
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
社
会
科
学
と
し
て
そ
の
地
位
を
確
立

し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
中
国
に
と
っ
て
も
、
民
国
期
は
国
民
国
家
の
形
成
へ
向
け
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て
、
気
概
と
活
気
の
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
本
書
は
そ
う
し
た
時
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
背
景
と
し
つ
つ
、
根
源
的
な
思
索
を
重
ね
て
出
来

上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
見
解
に
満
ち
、
今
日
読
み
返
し
て
み
て
も
読
み
応
え
が
あ
る
の
は
こ
う
し
た
時
代
背
景

も
関
係
し
て
い
よ
う
。

費
孝
通
は
、
家
族
制
度
を
論
じ
、
続
い
て
「
単
系
出
自
集
団
」
へ
議
論
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
本
書
を
終
え
て
い
る
。
中

国
に
お
け
る
「
家
」
か
ら
「
宗
族
」
ま
で
の
連
続
性
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
然
、
費
孝
通
も
そ
の
こ
と
の
重
要
性
に
は

気
が
つ
い
て
い
た
。
終
章
で
は
「
氏
族
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
今
な
ら
「
宗
族
」、
も
し
く
は
「
単
系
出
自
集
団
」
や
「
リ
ニ
ー
ジ
」

と
い
う
学
術
用
語
を
使
っ
て
議
論
を
展
開
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
生
育
制
度
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
本
書
に
は
い
く
つ
か
の
造
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
語
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
国
語
の
辞
書
に
も
載
っ
て
い
な
い
。
訳
注
で
解
説
さ
れ
て
は
い
る
が
、
日
本
の
読
者
と
し
て
は
少
し
気
に
な
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
原
語
を
邦
訳
に
際
し
て
も
残
し
て
欲
し
い
と
依
頼
し
た
の
は
費
孝
通
自
身
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を

除
け
ば
、
日
本
語
も
正
確
で
こ
な
れ
て
い
て
読
み
や
す
い
。
古
典
の
引
用
に
つ
い
て
も
丁
寧
な
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。

本
書
を
家
族
制
度
の
一
般
論
と
し
て
読
む
と
刺
激
的
な
本
で
あ
る
が
、
中
国
の
家
族
制
度
論
と
し
て
読
ん
だ
場
合
、
こ
こ
で
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
や
は
り
七
〇
年
前
の
中
国
の
家
族
制
度
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
間
の
変
化
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
も
、
付
論
と
し
て
そ
の
後
の
変
化
に
関
す
る
論
文
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
は
よ
り
現
代
に
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
さ
れ
た
結
果
と
な
り
、
今
後
も
読
み
継
が
れ
て
い
く
べ
き
本
と
な
っ
た
と
思
う
。
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注（
1
）
超
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
、
近
年
、
生
命
科
学
の
分
野
か
ら
興
味
深
い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
多
田
富
雄
著
一
九
九
三
『
免
疫
の
意
味
論
』

（
青
土
社
）、
一
九
九
七
『
生
命
の
意
味
論
』（
新
潮
社
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
）
当
時
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、W

.H
.R.Rivers 

が
一
九
二
四
年
に
出
版
し
たSocial O

rganization, K
egan Paul LT

D

（
リ
ヴ
ァ
ー
ス
著 

井
上
吉
次
郎

訳
一
九
四
四
『
社
会
体
制
』
育
英
書
院
）
や
、Robert Low

ie 1920 Prim
itive Sosiety  H

orace Liveright 

（
ロ
バ
ー
ト
・
H
．
ロ
ー
ウ
ィ
著 

河
村

只
雄
訳
一
九
三
九
『
原
始
社
会
』
第
一
出
版
社
、
河
村
只
雄
・
河
村
望
訳
一
九
七
九 『
原
始
社
会
』
未
来
社
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
山
極
寿
一
著
一
九
九
四
『
家
族
の
起
源
』（
東
京
大
学
出
版
会
）、
二
〇
一
二
『
家
族
進
化
論
』（
岩
波
書
店
）
な
ど
が
あ
る
。

（
4
）Richard W

rangham
  2009 Catching Fier : H

ow
 Cooking M

ade U
s H

um
an  Basic Books

（
依
田
卓
巳
訳
二
〇
一
〇
『
火
の
賜
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）

な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
研
究
で
あ
る
。

（
5
）Bronislaw

 K
asper M

alinow
ski　

1927　

Sex and R
epression in Savage Society （

マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
著 

阿
部
年
晴
・
真
崎
義
博
訳
一
九
七
二
『
未

開
社
会
に
お
け
る
性
と
抑
圧
』
社
会
思
想
社
、
二
〇
一
七
『
未
開
社
会
に
お
け
る
性
と
抑
圧
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
）

付
記

本
書
評
を
脱
稿
後
、
潘
光
旦
が
「
派
與
滙　

作
為
費
孝
通
『
生
育
制
度
』
一
書
的
序
」
と
題
し
、
序
に
代
え
て
、
本
書
に
関
連
し
て
長
い
評
論
を
書
い
て
い
る
こ

と
を
知
っ
た
。
一
九
四
八
年
に
上
海
の
観
察
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
政
学
罪
言
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
、『
潘
光
旦
選
集
』
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
序
と

は
い
え
、
三
八
頁
に
及
ぶ
長
文
の
も
の
で
、『
生
育
制
度
』
そ
の
も
の
を
評
論
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
費
孝
通
の
研
究
姿
勢
を
題
材
と
し
て
、
社
会
学
に
対
す
る
自

説
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
当
時
、
優
生
学
を
唱
え
て
い
た
潘
光
旦
の
立
場
が
鮮
明
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一
文
に
対
し
て
は
、
費
孝
通
自
身
が
一
九
九
三
年
に
自
身
の
研
究
生
活
を
回
顧
し
た
「
個
人
・
群
体
・
社
会
―
一
生
学
術
歴
程
的
自
我
思
考
」（『
費
孝
通
全
集
』

第
一
四
巻
所
収
）
に
て
言
及
し
て
い
る
。『
生
育
制
度
』
の
草
稿
は
、
潘
光
旦
と
共
に
過
ご
し
た
昆
明
時
代
に
書
い
て
お
り
、
費
孝
通
は
草
稿
を
書
き
上
げ
た
後
に

潘
光
旦
に
見
せ
、
且
つ
、
序
を
書
い
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
序
に
し
て
は
長
い
文
章
と
な
っ
た
う
え
に
、
生
物
と
し
て
の
個
人
が
社
会
や
文

化
に
対
す
る
作
用
を
無
視
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
的
な
も
の
と
な
っ
た
。『
生
育
制
度
』
の
観
察
社
版
は
残
念
な
が
ら
日
本
に
は
一
冊
も
な
い
た
め
、
実
際
に
こ

の
序
が
掲
載
さ
れ
た
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
八
一
年
に
再
版
さ
れ
た
も
の
に
は
、
潘
光
旦
の
序
が
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
観
察
社
版
で

も
掲
載
が
見
送
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
潘
光
旦
の
『
生
育
制
度
』
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
て
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
別
稿
で
論
じ
た
い
。
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