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病
い
の
語
り
を
通
し
て
見
る
家
族

韓
国
の
乳
が
ん
患
者
の
事
例

~

近
代
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
地

~
域
で
、
家
族
が
生
権
力
に
よ
っ
て
経
済
と
統
治
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ

~
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
戟
国
社
会
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な

~
い
。

し
か
し
西
洋
社
会
に
比
べ
て
急
速
な
近
代
化
を
経
験
し
た
緯
国
社
会
に

~

お
い
て
、
生
権
力
が
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
作
用
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は

~
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

。

特
に
韓
国
の
家
族
に
関
す
る
従
来
の
研
究

~
で
は
、
父
系
制
・
家
父
長
制
·
儒
教
文
化
と
い
う
枠
組
み
が
用
い
ら
れ

、

生

□
罹
力
と
い
う
視
点
か
ら
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
そ
こ

~
で
本
稿
は
韓
国
の
家
族
に
お
け
る
生
権
力
の
浸
透
と
作
用
の
様
相
を
描
き
出

~
す
こ
と
を
目
的
と
し
、
戟
国
の
乳
が
ん
患
者
た
ち
に
よ
る
、
病
い
の
原
因
を

は
じ
め
に

夫
や
舅
•
姑
の
た
め
に
尽
く
す
傍
ら
、
家
系
継
承
者
と
な
る
男
児

を
産
ま
ね
ば
な
ら
な
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
抱
え
、
子
ど
も
が
出
世
で

き
る
よ
う
献
身
的
に
駆
け
回
り
世
話
を
す
る
：．
．．
．o

翰
国
の
既
婚
女
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澤

野

美

智

子

神
戸
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科
博
士
課
程

め
ぐ
る
語
り
を
分
析
し
た
。

一
九
六
0
年
代
以
降
の
韓
国
社
会
で
は

、

性
的
欲
望
の
家
族
へ
の
囲
い
込

~

み
、

お
よ
び
相
互
監
視

•

自
己
監
視
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
新
し
い
権
力
の

i

装
置
が
急
速
に
浸
透
し
、
家
族
の
あ
り
か
た
に
対
す
る
認
識
も
急
速
な
変
化

~

を
遂
げ
た
。

し
か
し
そ
の

一
方
で
、
そ
れ
以
前
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
婚
姻

~

の
装
晋
は
、
そ
の
重
要
性
が
削
減
さ
れ
る
ま
で
に
よ
り
多
く
の
時
間
を
要
し

~

た
。

西
洋
社
会
の
状
況
と
比
べ
た
と
き
、
韓
国
社
会
に
お
け
る
生
権
力
の
浸

~

透
過
程
に
お
い
て
は
、
当
初
性
的
欲
望
の
装
置
と
婚
姻
の
装
置
の
両
方
が
強

~

く
作
用
し
、
自
己
統
治
の
認
識
の
浸
透
と
も
あ
い
ま
っ
て

、

女
性
に
自
己
犠

~

牲
を
求
め
る
状
況
を
作
り
出
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

。

~

性
た
ち
は
家
族
の
た
め
に
尽
く
す
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
姿
は

主
に
父
系
制
・

家
父
長
制

・
儒
教
文
化
と
い
う
枠
組
み
か
ら
説
明
さ

れ
て
き
た
。

雑
国
の
家
族
を
父
系
制

・
家
父
長
制

・
儒
教
文
化
と

い
う
視
点
か

ら
分
析
す
る
土
台
を
築
い
た
の
は
、

一
九
七

0
年
代
か
ら
展
開
さ
れ



た
、
翰
国
の
家
族
に
関
す
る
構
造
主
義
的
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

父
系
制
の
出
自
律
に
基
づ
く
家
族
の
構
造
や
類
型
、
親
族
組
織
の
分

析
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た

(
Y
e
o
,1
9
7
7
.

C
h
o
i,1
9
8
1
)

。
父
系
制

の
出
自
律
に
基
づ
く
確
固
と
し
た
家
族
構
造
の
存
在
が
想
定
さ
れ
、

そ
の
男
性
中
心
的
な
構
造
の
中
で
、
女
性
は
捨
象
さ
れ
る
か
、
あ
る

い
は
隷
属
的
存
在
と
し
て
説
明
さ
れ
た

(
L
e
e
,
1
9
7
7
.

K
im
,
1
9
9
4
)
。

一
九
八

0
年
代
か
ら
一
九
九

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
は
、
産
業
化

に
伴
う
家
族
の
変
化
、
特
に
核
家
族
化
に
つ
い
て
の
研
究
が
多
く
行

わ
れ
た
。
家
族
の
外
形
的
変
化
に
つ
い
て
の
論
議
が
な
さ
れ
る
と
と

も
に
、
外
形
的
変
化
を
核
家
族
化
と
呼
べ
る
の
か
と
い
う
議
論
が
展

開
さ
れ
た

(
C
h
o
i
.
1
9
9
0
)
。

一
九
九

0
年
代
以
降
さ
か
ん
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
、
翰
国
の
女
性
研
究
者
や
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
ら
に
よ

る
家
族
研
究
は
、
こ
の
流
れ
を
受
け
つ
つ
、
翰
国
の
家
族
に
お
け
る

女
性
の
あ
り
方
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
産
業
化
と
と
も
に
韓
国
の
家
族
が
変
化
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は

西
洋
的
な
意
味
で
の
核
家
族
化
で
は
な
く
「
伝
統
的
」
要
素
も
並
存

し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
「
伝
統
的
」
要
素
と
し
て
説

明
さ
れ
る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
父
系
血
縁
の
重
視
、
家
父
長
制
、

儒
教
文
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
父
系
血
縁
の
重
視
に
注
目
し
た
研
究
で
は
、
現
代
輯
国
に
お

い
て
夫
婦
中
心
の
家
族
が
理
想
と
さ
れ
な
が
ら
も
「
父
系
家
族
の
伝

統
」
が
根
強
く
、
そ
の
中
で
既
婚
女
性
た
ち
は
妻
、
嫁
、
母
と
い
う

そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
間
の
矛
盾
や
不
安
定
さ
を
経
験
す

る
こ
と
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
事
実
上
韓
国
の
家
族
が
西
欧

的
な
意
味
の
核
家
族
に
変
化
し
た
と
見
る
の
は
難
し
く
、
家
族
意
識

や
家
族
関
係
の
側
面
で
い
ま
だ
に
父
系
血
統
中
心
の
大
家
族
の
要
素

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
家
族
学
者
た
ち
の
共
通
的
な
認
識
で
あ
る
」

と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る

(
L
e
e
.2

0
1
1
:
 1
6
)

。
近
年
は
父
系

親
族
だ
け
で
な
く
母
系
親
族
も
同
じ
よ
う
に
重
視
す
る
ケ
ー
ス
が
増

え
て
い
る
と
し
て
「
両
系
化
」
を
指
摘
す
る
研
究

(
C
h
o
,
1
9
9
7
)

も

行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
は
、
女
性
が
い
ま
だ
に
「
父
系
的

家
族
主
義
の
規
範
の
圧
力
」
を
受
け
て
お
り
そ
こ
か
ら
戦
略
的
に
逃

げ
る
の
は
難
し
い
状
況
で
あ
る
と
い
う
反
論

(
K
i
m
.2

0
0
9
)

も
展

開
さ
れ
て
い
る
。

家
父
長
制
に
注
目
し
た
研
究
を
見
て
み
る
と
、
現
代
韓
国
の
家
族

に
お
い
て
は
男
性
支
配
と
伝
統
的
家
父
長
制
が
混
在
し
て
い
る
と
い

う
論
調
が
優
勢
で
あ
る
。
現
代
韓
国
の
家
族
の
特
徴
は
夫
婦
間
の
役

割
分
担
に
あ
り
、
女
性
が
経
済
的
に
夫
に
隷
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
は
父
権
の
支
配
か
ら
夫
権
の
支
配
に
移

っ
た
こ
と
を
示
す
と
い

う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る

(
C
h
o
,
1
9
8
6
)

。
ま
た
、
戸
主
制
の
廃
止

に
よ
っ
て
「
父
系
血
統
家
族
」
は
崩
壊
し
た
も
の
の
、
家
父
長
制
は

根
強
く
残
り
、
む
し
ろ
産
業
化
に
伴
い
家
父
長
制
が
強
化
さ
れ
た
と

い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る

(
C
h
u
n
g
,2

0
1
0
)
。
さ
ら
に
翰
国
の
家

父
長
制
は
儒
教
文
化
と
結
び
つ
き
、
「
社
会
の
全
般
に
わ
た

っ
て
発

生
す
る
男
女
・
老
若

•

上
下
間
の
、
不
利
益
を
も
た
ら
す
抑
圧
状
況

の
大
部
分
を
家
父
長
制
と
規
定
し
て
い
る
」
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
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る

(
P
a
r
k
.2
0
1
0
:
1
8
 ,
 
1
9
)
。
こ
の
側
面
か
ら
、
朝
鮮
の
家
父
長
制
は
、

儒
教
的
側
面
と
家
父
長
制
が
親
和
力
を
も
つ
、
い
わ
ば
儒
教
的
家
父

(
l
)
 

長
制
で
あ
る
と
い
う
論
議
も
行
わ
れ
て
い
る

(
P
a
r
k
,2
0
1
0
)
。

儒
教
文
化
の
影
響
に
注
目
し
た
研
究
の
多
く
も
、
輯
国
の
家
族
に

お
け
る
父
系
制
あ
る
い
は
家
父
長
制
と
、
儒
教
文
化
と
の
結
び
つ
き

を
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
大
半
は
、
家
族
構
成
員
の
上
下
関
係

が
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
側
面
や
、
個
人
の
自
律
性
が
家
族
の
中
で
抑

圧
さ
れ
る
側
面
に
注
目
す
る
傾
向
に
あ
る

(
K
i
m
.199
3
)
。

こ
の
よ
う
に
父
系
血
縁
の
重
視
、
家
父
長
制
、
儒
教
文
化
と
い
う

三
つ
の
要
素
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
よ

り
は
、
併
用
さ
れ
た
り
あ
る
い
は
用
語
の
検
討
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま

曖
昧
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
た
り
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
現

代
翰
国
の
家
族
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
る
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て

も
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
た
め
に
女
性
が
不
利
な
位
置
に
あ
る
と
い
う

論
調
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、

一
九
九

0
年
代
以
降

の
韓
国
に
お
け
る
家
族
研
究
が
主
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ
て

展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
父
系
血
縁
の
重
視
、
家
父
長
制
、
儒
教
文
化
と
い
っ
た
要

素
は
、
現
代
韓
国
の
家
族
に
お
け
る
女
性
の
あ
り
方
に
つ
い
て
説

明
す
る
一
側
面
に
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
家
族
を
め

ぐ
る
状
況
は
、
近
代
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
に
伴
い
、
あ
ら
ゆ
る

地
域
に
お
い
て
類
似
し
た
現
象
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。
な
か
で
も
近
代
産
業
社
会
の
家
族
が
生
権
力
に
よ
っ
て
巧

妙
に
経
済
と
統
治
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
い
く

つ
も
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

(F
o
u
c
a
u
l
t
,
1
9
7
6
11

一
九
八
六
、

D
o
n
z
e
l
o
t
.
1
9
7
7
 1
1
-
+
~
+
～六
、
速
水
二
0
-
―
)
。

こ
こ
で
述
べ
る
生
権
力
と
は
、
人
間
の
生
に
中
心
を
お
い
た
権

カ
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
権
力
が
対
象
と
す
る
の
は
「
そ

れ
に
対
す
る
権
力
の
最
終
的
な
支
配
II
掌
握
が
死
に
よ
っ
て
表
さ

れ
る
よ
う
な
権
利
上
の
臣
下
で
は
な
く
、
生
き
た
存
在
と
な
る
の

で
あ
り
、
彼
ら
に
対
し
て
権
力
が
行
使
し
得
る
支
配
II
掌
握
は
、
生

命
そ
の
も
の
の
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
」

(F
o
u
c
a
u
lt.1976 
1
1
-
+
～
八
六
[
-
八

O
）
。
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
権

力
が
二
つ
の
主
要
な
形
態
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

―
つ
は
身
体
の
訓
育
を
基
本
と
す
る
権
力
の
あ
り
方
、

す
な
わ
ち
「
人
間
の
身
体
の
解
剖
ー
政
治
学
」
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
人
口
の
調
整
管
理
を
主
軸
と
す
る
〈
生
政
治
学
〉
の
あ
り
方

で
あ
る

(
F
o
u
c
a
u
l
t
.
1
9
7
6
11

一
九
八
六
[
-
七
六
）
。
こ
の
生
権
力

は
「
資
本
主
義
の
発
達
に
不
可
欠
の
要
因
」

(
F
o
u
c
a
u
lt.1976
11 

一
九
八
六
[
―

七
八
）
と
な
り
、
「
身
体
の
隷
属
化
と
住
民
の
管
理

を
手
に
入
れ
る
た
め
の
多
様
か
つ
無
数
の
技
術
」

(
F
o
u
c
a
ult.1976

11

一
九
八
六
[

-
七
七
）
が
爆
発
的
に
出
現
し
て
い
っ
た
。

家
族
が
生
権
力
に
よ
っ
て
経
済
と
統
治
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま

れ
た
こ
と
は
、
翰
国
社
会
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
西

洋
社
会
に
比
べ
て
急
速
な
近
代
化
を
経
験
し
た
翰
国
社
会
に
お
い

て
、
生
権
力
が
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
作
用
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て

124 



は
、
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
輯
国
社
会

の
家
族
に
お
け
る
生
権
力
の
浸
透
と
作
用
の
様
相
を
描
き
出
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
こ
の
作
業
は
、
非
西
洋
社
会
に
お
け
る
生
権
力
の

浸
透
や
作
用
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
、
生
権
力
の
性
質
や
そ
れ
に
対

す
る
抵
抗
の
可
能
性
を
探
る
足
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ

の
作
業
は
、
韓
国
家
族
の
変
化
に
つ
い
て
、
父
系
血
縁
の
重
視
、
家

父
長
制
、
儒
教
文
化
と
い
っ
た
先
行
研
究
の
枠
組
み
と
は
異
な
る
視

点
か
ら
の
分
析
を
可
能
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
点
で
、
韓
国

の
家
族
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
言
え
る
。

こ
の
作
業
に
あ
た
り
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、
韓
国
の
乳
が
ん
患

者
た
ち
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
輯
国
で
多
く
の
女
性
た
ち
と
出

会
い
、
そ
の
な
か
で
乳
が
ん
患
者
た
ち
に
も
出
会

っ
て
き
た
。
そ
こ

で
気
づ
い
た
の
は
、
多
く
の
患
者
た
ち
が
、
自
ら
が
乳
が
ん
に
罹

っ

た
原
因
と
し
て
「
ス
ト
レ
ス
」
を
挙
げ
、
そ
の
多
く
が
家
族
の
問
題

と
関
連
し
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
次
章
以
降
で
詳
述
す
る

よ
う
に
、
戟
国
の
病
い
観
や
身
体
観
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
中
で
患
者
た
ち
は
、
発
病
以
前
の
家
族
生
活
に
つ
い
て
振
り
返
り
、

家
族
の
問
題
を
病
い
の
原
因
と
し
て
語
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
緯
国

家
族
を
め
ぐ
る
変
化
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
病
い

の
原
因
を
め
ぐ
る
患
者
た
ち
の
語
り
を
通
し
て
、
韓
国
社
会
の
家
族

に
お
け
る
生
権
力
の
浸
透
と
作
用
の
様
相
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

筆
者
は
雑
国
の
全
羅
道

（淳
昌
郡
、
光
州
広
域
市
、
和
順
郡
）
、

お
よ
び
ソ
ウ
ル
特
別
市
に
お
い
て
、
長
期
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
継

(
2
)
 

続
中
で
あ
る
。
全
羅
道
で
は
、
乳
が
ん
患
者
宅
お
よ
び
地
域
規
模
の

乳
が
ん
患
者
会

P
に
お
い
て
参
与
観
察
を
行
っ
た
。
加
え
て
、
全
国

規
模
の
乳
が
ん
患
者
会
V
の
全
羅
道
支
部
に
お
い
て
も
参
与
観
察
を

行

っ
た
。
ソ
ウ
ル
特
別
市
で
は
、
全
国
規
模
の
患
者
会
V
を
拠
点
に

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行

っ
た
。
具
体
的
に
は
、
ソ
ウ
ル
市
内
で
行

わ
れ
る
患
者
会
V
の
活
動
に
お
い
て
、
ソ
ウ
ル
市
内
お
よ
び
京
畿
道

に
居
住
す
る
患
者
た
ち
の
参
与
観
察
を
行
っ
た
。
加
え
て
、
患
者
会

V
が
地
方
か
ら
通
院
す
る
患
者
の
た
め
に
ソ
ウ
ル
市
内
に
設
け
た
宿

舎
に
滞
在
し
つ
つ
、
全
国
か
ら
そ
こ
を
訪
れ
る
乳
が
ん
患
者
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

調
査
対
象
者

―
二
九
名
の
う
ち
、
居
住
地
域
別
人
数
は
、
ソ
ウ
ル

特
別
市
お
よ
び
京
畿
道
が

二
六
名
、
忠
清
道
が
八
名
、
江
原
道
が

一
名、

全
羅
道
が
三
十
名
、
慶
尚
道
が
五
八
名
、
済
州
特
別
自
治

道
が

二
名
、
海
外
が
四
名
で
あ
る
。
調
査
対
象
者
の
年
齢
別
人
数

は、

二
0
歳
代
が

一
名、

三
0
歳
代
が
五
名
、
四
0
歳
代
が
三
九
名
、

五
0
歳
代
が
六
四
名
、
六

0
歳
代
が
十
八
名
、
七

0
歳
代
が
二
名
で

あ
る
。
ま
た
婚
姻
状
態
は
、
未
婚
が
十
二
名
、
既
婚
が

一
―
七
名
と

な
っ
て
い
る
。
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病
い
の
語
り
へ
の
注
目

ニ
ー

一
乳
が
ん
患
者
へ
の
注
目

本
研
究
で
乳
が
ん
患
者
に
注
目
す
る
理
由
は
、
大
き
く
三
つ
の
側

面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
が
ん
と
い
う
病
い
の
も
つ
特
性
で
あ
る
。
ま
ず
、
が
ん

は
そ
の
発
病
原
因
が
ま
だ
完
全
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

発
病
原
因
や
病
い
自
体
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
る

(
S
o
n
t
a
g
.1
9
8
9
 11

―1
0
0
六）

。
病
い
は
「
社
会
的
世
界
に
深
く
埋

め
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
結
果
、
そ
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
構
造

や
過
程
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
(
K
le
in
m
a
n
.1
9
8
8
:

1
8
6
)

で
あ
り
多
義
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
が
ん
は
発
病
原
因

に
つ
い
て
の
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
性
質

が
特
に
強
い
病
い
で
あ
る
と
言
え
る
。
次
に
、
が
ん
は
慢
性
的
な
病

い
で
あ
る
。
患
者
は
ひ
と
と
お
り
の
医
学
的
治
療
を
受
け
終
え
た
後

も
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
再
発
の
不
安
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
。
ま
た

再
発
す
る
と
多
く
の
場
合
、
い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
な
い
医
学
的
治

療
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
「
病
い
を
生
活
史
か
ら
切
り

離
せ
な
く
な
る
」

(
K
le
in
m
a
n
.1
9
8
8
:
 8
)

と
い
う
慢
性
の
病
い
の

特
徴
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
病
い
に
対
す
る
解
釈
と
健
康
を
取
り
戻

す
た
め
の
取
り
組
み
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
と
密
着
し
て

継
続
す
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
が
ん
患
者
が
自
ら
の
病
い
に
対

し
て
行
う
解
釈
に
は
文
化
的
な
要
素
が
色
濃
く
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
は
、
乳
房
と
い
う
身
体
部
位
の
も
つ
特
性
で
あ
る
。
ま
ず
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
の
乳
房
は

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
母
性
な
ど
複
層
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し

て
表
象
さ
れ
て
き
た

(
Y
a
lo
m
,
1
9
9
7

ぶ
さ
5
,
2
7
9
.
 L

i
m
 2
0
0
6

山
崎

ら

二

0
1
―)。

ヤ
ン
グ
は
女
性
の
乳
房
が
「
母
性
と
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
間
の
境
界
を
破
壊
す
る
」
(
Y
o
u
n
g,2
0
0
5
 :
 8
8
)

こ
と
を

指
摘
し
、
こ
れ
を
受
け
て

「
乳
房
を
失
う
こ
と
は
欲
求
し
欲
求
さ
れ

る
能
力
と
同
じ
く
ら
い
、
母
と
し
て
の
能
力
の
象
徴
的
喪
失
を
際
立

た
せ
る
」
(
D
ie
d
r
i
c
h
,2

0
0
7
:
4
0
)

と
い
う
議
論
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
男
性
支
配
的
な
社
会
は
女
性
の
乳
房
を
彼
女
自
身
の
も
の
と

し
て
考
え
な
い
傾
向
に
あ
る
」

(
Y
o
u
n
g
,2

0
0
5
:
 8
0
)
、
つ
ま
り
女

性
の
乳
房
が
彼
女
の
夫
の
も
の
・
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
の
も
の

・
子
ど

も
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
女
性
た
ち
も
そ
の
事
実
に
依
存
す
る

傾
向
に
あ
る
た
め
、
乳
房
の
喪
失
が
感
情
的
ト
ラ
ウ
マ
に
な
る
と
い

う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
乳
房
の
喪
失
を
感
情
的
ト
ラ
ウ
マ
と
結

び
つ
け
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
よ
り
慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
点
を
考
慮
し
て
も
、
女
性
の
乳
房
は
家
族
の
問
題
と
密

接
に
関
わ
る
身
体
部
位
で
あ
る
と
言
え
る
。

第
三
に
、
胸
が
身
体
部
位
で
あ
る
と
同
時
に
精
神
的
な
部
位
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
輯
国
に
お
い
て
胸
は
、

感
情
が
行
き
交
う
の
み
な
ら
ず
蓄
積
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
表
す
の
が
、
あ
る
乳
が
ん
患
者
A
（
五
〇

歳
代
、
釜
山
広
域
市
在
住
）
に
よ
る
次
の
よ
う
な
語
り
で
あ
る
。
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「
乳
が
ん
患
者
は
胸

(gase
u
m
)
を
縮
め
て
い
て
は
だ
め
。
乳
が

ん
患
者
は
（
背
を
丸
め
て
）
胸
を
縮
め
て
、
考
え
を
胸
に
と
ど
め
た

ま
ま
王
張
が
で
き
な
い
人
た
ち
な
の
よ
。
だ
か
ら
胸
が
反
乱
を
起
こ

し
た
の
。
胸
を
堂
々
と
前
に
出
し
、
愛
し
て
あ
げ
て
、

〈愛
し
て
る
よ
、

本
当
に
多
く
の
仕
事
を
し
て
く
れ
て
い
る
ね
〉
と
言
葉
を
か
け
な
い

と
だ
め
よ
。
そ
し
て
考
え
を
た
め
て
お
か
ず
、
発
散
し
な
い
と
だ
め
。

が
ん
は
冷
え
か
ら
来
る
と
言
う
け
れ
ど
、
体
の
冷
え
だ
け
じ
ゃ
な
く

て
心
自
体
も
あ
た
た
か
く
し
て
あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
わ
。
心
の
内

面
に
考
え
を
と
ど
め
て
発
散
し
な
い
で
い
る
と
、
心
に
冷
え
が
来
る

の
。
女
性
が
発
散
で
き
な
い
こ
と
が
積
も
る
と
恨

(h
a
n
)

に
な
る
。

恨
が
積
も
れ
ば
霜
が
降
り
る
よ
う
に
冷
え
が
来
る
。
そ
の
冷
気
が
が

ん
を
生
じ
さ
せ
る
の
よ
。
何
か
が
う
ま
く
い
っ
て
も
い
か
な
く
て
も
、

振
り
返
ら
な
い
こ
と
。
何
か
考
え
が
縮
こ
ま

っ
て
い
る
と
病
い
が
来

る
わ
。
し
た
い
こ
と
を
全
部
し
た
か
、
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
す

べ
て
の
も
の
を
抱
き
温
め
る
胸
に
病
い
が
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
何

か
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
よ
。
す
べ
て
の
病
い
は
火

(h
w
a
)

と

欲

心

忘

百

im
)
か
ら
来
る
の
よ
」
。

火
と
は
憤
怒
な
ど
の
否
定
的
感
情
を
意
味
し
、
欲
心
と
は
身
に

余
る
何
か
を
欲
す
る
感
情
を
意
味
す
る
。
ま
た
胸

(
g
g
e
u
m
)
と

い
う
言
葉
は
、
身
体
部
位
と
し
て
の
乳
房

0
u
b
a
n
g
)
お
よ
び
感
情

の
行
き
交
う
精
神
的
な
部
位
を
含
む
範
囲
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
、
ま
ず
胸
は
愛
情
の
行
き
交
う
と
こ
ろ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
胸
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
語
り
、
胸
は
す

べ
て
の
も
の
を
抱
き
温
め
る
と
い
う
語
り
か
ら
、
胸
が
愛
情
を
受
け

た
り
与
え
た
り
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
次
に
胸
は
否
定
的
感
情
が
蓄
積
す
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て
そ

れ
に
起
因
す
る
病
い
の
生
じ
る
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
が
ん

の
場
合
、
恨
に
よ

っ
て
冷
気
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
冷
気
が
が
ん
を

生
じ
さ
せ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
胸
と
い
う
範
囲
内
に
お

い
て
、
精
神
的
な
部
位
に
問
題
が
起
こ
る
と
、
そ
れ
が
身
体
部
位
と

し
て
の
乳
房
に
病
い
と
し
て
現
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
乳
が
ん
と
い
う
病
い
は
、
単
純
に
身
体
的
な
問
題
と

い
う
よ
り
は
、
感
情
的
・
精
神
的
な
問
題
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
そ

れ
が
乳
房
と
い
う
身
体
部
位
の
も
つ
象
徴
性
と
合
わ
さ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
乳
が
ん
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
母
性
、
愛
情
、
ひ
い
て

は
そ
れ
ら
が
実
践
さ
れ
る
場
で
あ
る
家
族
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
解

釈
さ
れ
る
。
よ
っ
て
乳
が
ん
の
原
因
を
め
ぐ
る
語
り
は
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

ニ
ー
ニ
「
火
病
」
と
い
う
病
い
観

多
く
の
患
者
た
ち
は
自
ら
が
乳
が
ん
に
罹
っ
た
原
因
と
し
て
「
ス

ト
レ
ス
」
を
挙
げ
る
。
ス
ト
レ
ス
が
が
ん
の
原
因
と
し
て
語
ら
れ
る

と
い
う
現
象
は
、
他
地
域
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る

(
N
o
r
t
h
r
u
p
,2

0
0
0

11 
2
0
0
4
)
。
し
か
し
翰
国
の
場
合
、
否
定
的
な
感
情
を
溜
め
こ
む
こ

と
で
肉
体
的
・
精
神
的
な
病
い
が
生
じ
る
と
い
う
見
方
が
、
が
ん
に
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限
ら
ず
一
般
的
な
病
い
観
と
し
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
代
表
的
な
例
が
、
輯
国
の
文
化
結
合
症
候
群
と
し
て
米
国
の

精
神
科
協
会
で
認
定
さ
れ
て
い
る
「
火
病
」

(
h
w
a
,
 by
u
n
g
)

で
あ
る
。

「
火
病
」
（
鬱
火
病
）
と
は
、
否
定
的
感
情
で
あ
る
「
火
」
が
積
も
り

積
も
っ
て
発
生
す
る
病
気
で
あ
る
。
「
火
」
に
含
ま
れ
る
具
体
的
な

感
情
と
し
て
は
怒
り
、
不
満
、
抑
鬱
、
小
心
、
心
配
、
憂
鬱
、
落
胆
、

憤
怒
、
憎
み
、
い
ら
だ
ち
、
恐
怖
、
疑
い
、
羞
恥、

罪
意
識
な
ど
ほ

ぼ
す
べ
て
の
否
定
的
感
情
が
含
ま
れ
る
。
「
火
病
」
の
症
状
と
し
て
は
、

精
神
症
状
（
憤
怒
、

抑
鬱
、
恨
み
、
憎
み
、
攻
撃
性
）

と
身
体
症
状

（
熱
っ
ぽ
さ
、
喉
の
渇
き
、
頸
胸
部
の
塊
、
息
詰
ま
り
、
心
悸
充
進
、

喉
の
渇
き
、
感
情
が
湧
き
上
が
る
こ
と
、
外
に
飛
び
出
す
こ
と
）
が

見
ら
れ
る
。
「
火
病
」
は
「
環
境
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
憤
怒
感
情

を
我
慢
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
類
似
し
た
経
験
を
繰
り
返
す
こ

と
で
火
が
積
も
っ
て
発
生
す
る
、
あ
る
種
の
心
因
性
、
反
応
性
、
慢

性
神
経
症
的
障
害
」

(
M
i
n
,2

0
0
9
:
 2
3
)

と
定
義
さ
れ
、
「
対
人
関
係

に
お
い
て
主
に
憤
怒
が
即
発
さ
れ
る
が
、
社
会
環
境
上
こ
れ
を
抑
制

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
、
最
も
多
く
火
病
が
発
生
す

る」

(
M
i
n
,2

0
0
9
:
 1
9
4
)

。

輯
国
の
乳
が
ん
患
者
た
ち
が
病
い
の
原
因
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

最
初
に
出
て
く
る
の
は
「
ス
ト
レ
ス
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
も
の
の
、

具
体
的
な
内
容
に
及
ぶ
と
「
火

(
h

w
a
)

」
や
「
恨

(
h
a
n
)
」
と
い

う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
恨
は
輯
国
に
特
有
の
「
永
久
的
な
絶
望
が

生
み
出
す
あ
き
ら
め
と
悲
哀
の
情
緒
」

(
C
h
o
i.1
9
9
6
:
1
4
)

で
あ
り
、

個
人
的
な
過
去
の
経
験
に
限
ら
ず
集
団
的
・
民
族
的

・
歴
史
的
な
も

の
、
ひ
い
て
は
輯
国
文
化
の
核
心
で
あ
る
と
す
る
論
議
も
な
さ
れ
て

い
る

(
M
i
n
,2

0
0
9

:
 1
5
3
)
。

恨
と
「
火
病
」
は

、

概
念

•

原
因
（
相

対
的
に
遠
い
過
去
か
ら
長
期
間
に
わ
た
る
否
定
的
感
情
経
験
）

•

発

生
過
程

・
症
状

・
解
決
方
法
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
。
恨
は
多
少

安
定
し
た
一
般
的
感
情
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
火
病
」
は
「
恨
の
正

常
的
範
囲
を
超
え
て
苦
痛
に
な
り
、
助
け
を
必
要
と
す
る
病
い
の
状

態」

(

M
in
,2

0
0
9
:
 1
5
4
)

で
あ
る
。

輯
国
の
代
替
医
学
の
専
門
家

の
中
に
は
、
が
ん
を
一
種
の
「
火
病
」
と
し
て
捉
え
る
ケ
ー
ス
も
見

(3
)
 

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
か
ら
、
韓
国
の
乳
が
ん
患
者
た

ち
は
病
い
に
罹
っ
た
原
因
を
否
定
的
な
感
情
の
蓄
積
と
し
て
語
る
と
考

え
ら
れ
る
。
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三
ー
一
結
婚
を
め
ぐ
る
変
化

乳
が
ん
患
者
た
ち
が
自
ら
の
病
い
の
原
因
と
し
て
語
る
問
題
の
内

容
の
中
で
も
、
本
研
究
で
特
に
注
目
す
る
の
は
、
家
族
、
特
に
結
婚
．

出
産
を
め
ぐ
る
語
り
で
あ
る
。
語
り
の
内
容
の
傾
向
に
関
し
て
は
、

患
者
の
居
住
地
域
に
よ
る
差
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
世
代
に
よ
る
差

が
見
ら
れ
る
。
三

O
I
四
0
歳
代
の
患
者
た
ち
に
よ
る
語
り
の
中
で

は
、
夫
と
の
不
和
、
ス
ト
レ
ス
を
溜
め
込
み
や
す
い
自
分
の
性
格
、

過
労
な
ど
が
、
主
に
発
病
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。



そ
の
一
方
、
五
〇
ー
六

0
歳
代
の
患
者
た
ち
に
よ
る
語
り
の
中
で
目

立
つ
の
が
、
夫
や
舅

•

姑
を
始
め
と
す
る
婚
家
の
人
々
と
の
関
係
に

ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
の
方
向
性
で
は
、
夫
や
舅
•
姑
を
始
め
と
す
る
婚
家

の
人
々
と
の
関
係
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
、
家
父
長
制
や
父
系
制
、
儒

教
文
化
の
も
と
で
従
属
的
あ
る
い
は
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
女
性

の
問
題
と
し
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
生
権
力
と
い
う
視

点
か
ら
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
説
明

が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
患
者

B
（六

0
歳
代
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
在
住
）

の
語
り
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
患
者
は
自
ら
が
乳
が
ん
に
罹
っ
た
原

因
に
つ
い
て
、
夫
が
事
業
に
失
敗
し
た
こ
と
に
加
え
、
夫
か
ら
粗
末

に
扱
わ
れ
暴
言
を
浴
び
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
語
っ
た
上
で
、
結

婚
生
活
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
夫
と
は
紹
介
で
知
り
合
っ
て
結
婚
し
た
の
。
夫
は
八
歳
年
上
。

私
は
父
母
を
早
く
に
亡
く
し
て
い
た
の
で
、
愛
し
て
も
ら
い
た
か
っ

た
か
ら
、
歳
の
差
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
周
り
の
反
対
を
押
し
切
っ

て
結
婚
し
た
。
ニ
ニ
歳
で
結
婚
し
た
の
。
早
い
で
し
ょ
う
。
三
二
歳

で
娘
を
産
ん
だ
わ
。
自
分
の
意
思
で
結
婚
し
た
か
ら
、
一
生
懸
命
家

族
に
尽
く
し
た
。

で
も
夫
に
も
舅
•
姑
に
も
尽
く
し
た
の
に
愛
は
得

ら
れ
な
か
っ
た
の
よ
」
。

こ
の
語
り
に
お
い
て
、
患
者
B
が
周
り
の
反
対
を
押
し
切

っ
て
自

分
の
意
志
で
結
婚
し
た
こ
と
に
責
任
を
感
じ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

結
婚
生
活
で
愛
情
を
得
た
い
と
望
ん
で
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

韓
国
で
は
特
に
一
九
六

0
年
代
以
降
、
結
婚
を
め
ぐ
る
状
況
が
大
き

く
変
化
し
て
き
た
。
か
つ
て
は
家
柄
を
重
視
し
特
定
の
通
婚
圏
内
で

行
わ
れ
る
仲
媒
婚
が
主
で
あ
り

(
C
h
u
n
g
,
1
9
8
3
)
、
本
人
に
配
偶
者

選
択
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
な
か
っ
た

(Hg,
1
9
9
7
)
。
し

か
し
産
業
化
に
よ
っ
て
人
口
の
都
市
へ
の
移
動
が
さ
か
ん
に
な
り
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
も
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
恋
愛
結
婚
が
主
流
を

占
め
る
よ
う
に
な
り
、
結
婚
の
儀
礼
そ
の
も
の
も
大
き
く
変
化
し
て

い
っ
た

(
H
苔
,
1
9
9
7

、
澤
野
二

0
―
一
、
山
根
二

0
1
―)
。
患

者
B
が
結
婚
生
活
に
愛
情
を
求
め
て
い
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な

社
会
的
な
動
き
が
あ
っ
た
。

フ
ー
コ
ー
は
、
一
八
世
紀
以
降
の
西
洋
社
会
に
お
い
て
、
生

殖
II
再
生
産
を
目
的
と
す
る
婚
姻
の
装
置
に
重
な
り
つ
つ
そ
の
重

要
さ
を
削
減
す
る
か
た
ち
で
、
性
的
欲
望
の
装
置
が
出
現
し
た
こ

と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
婚
姻
の
装
置
は
「
親

族
関
係
の
固
定
と
展
開
の
、
名
と
財
産
の
継
承
の
シ
ス
テ
ム
」
で

あ
り
、
正
規
の
結
婚
と
多
産
性
の
評
価
、
同

一
血
族
内
の
結
婚
の

排
除
、
社
会
的

・
地
域
的
同
属
婚
に
つ
い
て
の
規
定
な
ど
を
特
徴

と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
性
的
欲
望
の
装
置
は
「
生
殖
II
再
生
産
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
増
殖
す
る
こ
と
、
い
よ
い
よ
精
密
な
や
り
方

で
、
身
体
を
刷
新
し
、
併
合
し
、
発
明
し
、
貫
い
て
い
く
こ
と
、
そ

し
て
、
住
民
を
ま
す
ま
す
統
括
的
な
形
で
管
理
し
て
い
く
こ
と
」
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(F
o
u
c
a
u
l
t
.
1
9
7
6
 11

一
九
八
六
[
-
三
六
ー
一

三
七
）
を
存
在
理
由

と
す
る
。
そ
の
な
か
で
家
族
は
「
情
動
と
感
情
と
愛
情
の
唯
一
可
能

な
場
」

(
F
o
u
c
a
ul t.1976 11

一
九
八
六
[

-
三
九
）
と
な
る
。
翰
国

に
お
け
る
結
婚
の
趨
勢
が
、
本
人
の
意
志
と
は
関
係
な
く
家
柄
を
重

視
し
通
婚
圏
を
中
心
と
し
て
配
偶
者
が
決
め
ら
れ
た
仲
媒
婚
か
ら
、

個
人
の
意
志
と
愛
情
を
重
視
す
る
恋
愛
結
婚
へ
と
変
化
し
て
き
た
こ

と
は
、
ま
さ
に
性
的
欲
望
の
装
置
が
浸
透
し
て
ゆ
く
様
相
を
示
し
て

い
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
性
的
欲
望
の
装
置
は
権
力
の
新

し
い
装
置
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
権
力
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る

無
数
の
力
関
係
で
あ
り
、
誰
も
が
権
力
の
外
部
に
は
出
ら
れ
な
い

(F
o
u
c
a
u
l
t
 ̀

 
1
9
7
6
 11

一
九
八
六
[
―
二

0

|
―
二
三
）
。
ま
た
そ
の

権
力
が
も
つ
、
視
線
に
よ
る
監
視
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
相
互
監
視
的

で
あ
る
と
同
時
に
自
己
監
視
的
な
も
の
で
あ
る
。
本
人
の
意
志
で
配

偶
者
を
選
び
家
族
を
作
る
行
為
は
、
逆
に
言
え
ば
、
家
族
に
問
題
が

起
こ

っ
た
と
き
他
人
に
責
任
転
嫁
で
き
ず
自
己
の
問
題
と
し
て
抱
え

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
患
者

B
が
周
囲
の
反

対
を
押
し
切
っ
て
自
分
の
意
志
で
結
婚
し
た
こ
と
に
責
任
を
感
じ
て

い
る
こ
と
は
、
新
た
な
権
力
の
装
置
と
結
び
つ
い
た
家
族
の
運
営
に

対
す
る
自
己
統
治
の
姿
で
あ
る
と
言
え
る
。

三
ー
ニ
出
産
を
め
ぐ
る
変
化

輯
国
の
場
合
、
出
産
を
め
ぐ
る
問
題
も
、
女
性
と
婚
家
と
の
関
係

か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
女
性
は
結
婚
す
る
と
婚
家
の
家
系
を
継

承
す
る
男
児
を
産
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
男
児
を
得
て
初
め
て
婚
家

で
の
地
位
が
安
定
す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
つ

ま
り
出
産
は
女
性
個
人

の
行
為
と
い
う
よ
り
は
、
婚
家
か
ら
求
め
ら
れ
る
再
生
産
の
行
為
で

あ
っ
た
。

五

0
歳
代
の
患
者

C

（
釜
山
広
域
市
在
住
）
は
乳
が
ん
に
罹
っ
た

原
因
と
し
て
、
婚
家
か
ら
受
け
た
ス
ト
レ
ス
を
語
り
、
そ
の
中
で
出

産
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
。
患
者

C

は
第

一
子
•
第
二
子

と
も
に
女
児
を
出
産
し
、
姑
が
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
で
気
絶
し
て
し
ま
っ

た
た
め
、
第
三
子
に
は
必
ず
男
児
を
産
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強

い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
受
け
て
い
た
。
夫
の
弟
の
妻
が
立
て
続
け
に
男

児
を
産
む
の
で
悔
し
さ
は
な
お
さ
ら
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
外
出
先

で
男
児
を
連
れ
て
い
る
人
を
見
る
た
び
に
「
ど
う
や
っ
て
息
子
を

産
ん
だ
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
り
、
男
児
を
産
ま
せ
る
秘
訣
を
知
っ

て
い
る
と
い
う
人
の
指
導
に
従
っ
て
特
定
の
食
べ
物
を
食
べ
た
り
と

い
っ
た
努
力
を
重
ね
た
。
第
三
子
を
妊
娠
し
た
こ
と
が
わ
か
る
と
、

不
法
で
は
あ
る
が
胎
児
の
性
別
を
こ

っ
そ
り
教
え
て
く
れ
る
産
婦
人

科
が
あ
る
と
聞
い
て
遠
い
地
方
ま
で
出
向
き
、
胎
児
が
男
児
で
あ
る

と
判
定
さ
れ
た
後
も
本
当
か
ど
う
か
不
安
で
眠
れ
な
い
日
々
が
続
い

た
と
い
う
。
こ
の
語
り
か
ら
は
、
産
む
子
ど
も
の
数
の
み
な
ら
ず
性

別
ま
で
も
自
ら
の
努
力
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
患
者

C
の
強
い
義
務
感
と
、
そ
れ
を
支
え
る
近
代
医
療
の
あ
り

か
た
が
伺
え
る
。

輯
国
で
も
か
つ
て
は
多
産
多
死
の
様
相
を
見
せ
て
い
た
た
め
、
家
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系
継
承
者
を
確
保
す
る
た
め
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
男
児
を
産
む
こ

と
が
理
想
と
さ
れ
た
。
し
か
し
近
代
化
と
と
も
に
医
療
技
術
が
発
達

し
て
乳
幼
児
死
亡
率
が
低
下
す
る
と
と
も
に
、
産
児
制
限
も
可
能
に

な
っ
て
少
子
化
が
進
ん
だ
。
一

九
六
二
年
か
ら

一
九
九

0
年
に
か
け

て
国
家
主
導
で
行
わ
れ
た
家
族
計
画
事
業
も
、
人
々
の
間
に
産
児
制

限
を
根
づ
か
せ
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

(
C
h
o
i
.2

0
1
0
)
。

フ
ー
コ
ー
は
、
性
に
つ
い
て
知
と
権
力
の
特
殊
な
装
置
を
発

展
さ
せ
た
、
家
族
を
通
し
た
四
つ
の
戦
略
の
ひ
と
つ
と
し
て
人

口
調
整
を
挙
げ
て
い
る
。
人
口
は
「
統
治
11

政
府
の
最
終
目
標
」

(
F
o
u
c
a
u
lt.1978 11
一
-
〇
。
二

[
二
六
六
）
と
な
り
、
そ
の
な
か
で

家
族
は
人
口
の
内
部
の
要
素
と
な
る
。
家
族
は
、
人
口
に
つ
い
て
の

何
か
し
ら
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
に
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
「
人

口
集
団
の
統
治
の
た
め
の
特
権
的
な
道
具
」

(F
o
u
c
a
ul
t,1
9
7
8
11 

ニ

oo-
[二六
六
）
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
を
挙
げ
た
人
口
調
整

を
支
え
る
の
は
近
代
医
療
で
あ
る
。
翰
国
の
場
合
も
近
代
医
療
に
支

え
ら
れ
て
、
出
産
は
狭
く
は
個
人
の
意
志
と
責
任
の
も
と
に
、
広
く

は
新
し
い
権
力
の
も
と
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
も
の
と
な

っ
た
。

し
か
し
翰
国
の
場
合
は
変
化
が
急
激
で
あ
っ
た
た
め
、
近
代
医
療

に
支
え
ら
れ
た
人
口
調
整
は
、
最
初
は
婚
姻
の
装
置
を
む
し
ろ
強
化

す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
避
妊
や
人
工
妊
娠
中
絶
の
一
般
化
に
加
え
、

薬
剤
や
エ
コ
ー
技
術
の
開
発
・
導
入
に
よ

っ
て
胎
児
の
性
別
を
識
別

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
男
児
を
選
択
し
て
産
む
こ
と
（
法

的
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
）
を
可
能
に
し
た
点
で
、
男
児
選
好
を

一
時
的
に
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た

(
S
o
h
n
,2

0
0
1

:
 4
6
)

。
男
児
の
出

産
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
既
婚
女
性
の
苦
労
は
昔
か
ら
あ

っ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
自
己
統
治
の
意
識
と
近
代
医
療
技
術

が
重
な
る
こ
と
で
、
女
性
た
ち
の
感
じ
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
そ
れ
以

前
の
世
代
よ
り
増
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

近
年
で
は
、
子
ど
も
を
持
た
な
い
夫
婦
や
性
別
に
関
わ
ら
ず
子
ど

も

一
人
だ
け
で
産
み
止
め
る
夫
婦
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
男
児

／
女
児
の
選
好
理
由
も
血
統
継
承
と
は
異
な
る
次
元
で
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
男
児
よ
り
女
児
を
産
み
た
が
る
傾
向
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
婚
姻
の
装
置
の
重
要
性
が
大
き

く
削
減
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

一
九
七

0
年
代
か
ら

一
九
九

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
子
ど
も
を
出
産
し
た
、
現
在
五

0
|

六
0
歳
代
の
女
性
た
ち
は
、
ま
さ
に
婚
姻
の
装
置
に
重
な
り
な
が
ら

性
的
欲
望
の
装
置
が
浸
透
し
て
ゆ
く
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

三
ー
三
女
性
た
ち
の
葛
藤
を
読
み
解
く

輯
国
社
会
で
恋
愛
結
婚
が
さ
か
ん
に
な

っ
て
ゆ
く
状
況
、
そ
し

て
同
時
期
に
「
生
殖
行
為
の
社
会
的
管
理
化
」

(F
o
u
c
a
ul
t.1976
11 

一
九
八
六
[
-
三
五
）
で
あ
る
産
児
制
限
が
進
行
し
た
状
況
は
、
婚

姻
の
装
置
に
重
な
り
な
が
ら
性
的
欲
望
の
装
置
が
浸
透
す
る
様
相

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
見
る
と
、

一
九
六

0
年
代
以
降
の
韓
国
社
会
に
お
い
て
性
的
欲
望
の
家
族
へ
の

囲
い
込
み
、
そ
し
て
相
互
監
視

•

自
己
監
視
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
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新
し
い
権
力
の
装
置
が
急
速
に
浸
透
し
て
い

っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
そ
の
な
か
で
ひ
と
び
と
は
、
結
婚

・
出
産
を
は
じ
め
と
す
る
家

族
の
あ
り
か
た
を
、
愛
情
あ
る
べ
き
も
の
、
個
人
の
意
志
と
責
任
で

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
き
も
の
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
家
族
を
め
ぐ
る
急
激
な
変
化
は
、
矛
盾
や
葛
藤
を
も
生
み

出
し
た
。
フ
ー
コ
ー
は
性
的
欲
望
の
装
置
を
「
婚
姻
の
装
置
に
重
な

り
つ
つ
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の
重
要
さ
を
削
減
す
る

の
に
貢
献
す
る
」

(F
o
u
c
a
u
l
t
,
1
9
7
6
11

一
九
八
六

[
-
三
六
）
も
の

と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
性
的
欲
望
の
装
置
の
浸
透
過
程
に

お
い
て
、
西
洋
社
会
に
比
べ
て
急
激
な
変
化
を
経
験
し
た
韓
国
社
会

で
は
、
ひ
ず
み
も
少
な
か
ら
ず
生
じ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
自
分
の
選

択
し
た
男
性
と
愛
情
あ
ふ
れ
る
家
庭
を
作
る
こ
と
を
思
い
描
い
て
結

婚
し
た
女
性
た
ち
は
、
し
か
し
婚
姻
の
装
置
の
重
要
さ
が
削
減
さ
れ

て
い
な
い
現
実
と
直
面
す
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
夫
や
婚
家
の

人
々
に
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
り
、
家
系
を
継
ぐ
男
児
を

産
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の

傾
向
は
世
代
が
進
む
ご
と
に
希
薄
化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
恋
愛
結
婚
が

一
般
化
し
始
め
た
時
期
に
結
婚
し
た

現
在
五
〇
—
六
0
歳
代
の
女
性
た
ち
が
、
性
的
欲
望
の
装
置
が
婚
姻

の
装
置
に
重
な
り
な
が
ら
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
で
生
じ
る
ひ
ず
み
を

よ
り
大
き
く
経
験
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

夫
や
婚
家
の
人
々
に
尽
く
し
た
り
家
系
を
継
ぐ
男
児
を
産
む
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
る
既
婚
女
性
の
苦
労
は
、
昔
か
ら

あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(L
e
e
.
1
9
7
7
)
。
し
か
し
性
的
欲
望
の

装
置
と
婚
姻
の
装
置
の
ひ
ず
み
の
中
に
置
か
れ
た
既
婚
女
性
た
ち

は
、
個
人
の
意
志
で
築
く
愛
情
あ
る
家
族
と
い
う
理
想
像
と
現
実
と

の
ギ
ャ

ッ
プ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
配
偶
者

を
選
択
し
た
た
め
に
誰
に
も
責
任
転
嫁
で
き
な
い
と
い
う
自
己
統
治

の
認
識
を
持
っ
て
い
る
点
で
、
そ
れ
以
前
の
世
代
と
は
異
な

っ
て
い

る
。
そ
の
中
で
既
婚
女
性
た
ち
は
家
族
に
尽
く
し
な
が
ら
自
己
犠
牲

の
念
を
抱
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
他
の
誰
の
せ
い
に
も
で
き
ず
に
我
慢

す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
な
、
長
期
間
に
わ
た
り

否
定
的
感
情
を
蓄
積
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
身
体
的
問
題
を
引
き
起
こ

す
と
考
え
る
病
い
観
、
お
よ
び
家
族
の
問
題
や
感
情
的
・
精
神
的
な

問
題
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
胸
の
象
徴
的
な
意
味
づ
け
が
結
び
つ
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
家
族
の
問
題
が
病
い
の
原
因
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
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四
お
わ
り
に

従
来
の
研
究
で
は
輯
国
の
家
族
に
お
け
る
女
性
た
ち
は
、
父
系
制
・

家
父
長
制
・
儒
教
文
化
の
も
と
で
従
属
的
あ
る
い
は
不
利
な
立
場
に

置
か
れ
苦
労
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
苦
労

ー
夫
や
婚
家
と
の
関
係
に
よ
る
ー
は
、
性
的
欲
望
の
装
置
と
婚
姻
の

装
置
を
め
ぐ
る
急
激
な
変
化
の
中
で
女
性
た
ち
が
経
験
す
る
葛
藤
と

し
て
説
明
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。



一
九
六

0
年
代
以
降
の
輯
国
社
会
で
は
、
性
的
欲
望
の
家
族
へ
の

囲
い
込
み
、
お
よ
び
相
互
監
視

•

自
己
監
視
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る

新
し
い
権
力
の
装
置
が
急
速
に
浸
透
し
、
家
族
の
あ
り
か
た
に
対
す

る
認
識
も
急
速
な
変
化
を
遂
げ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
以

前
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
婚
姻
の
装
置
は
、
そ
の
重
要
性
が
削
減
さ

れ
る
ま
で
に
よ
り
多
く
の
時
間
を
要
し
た
。
西
洋
社
会
の
状
況
と
比

べ
た
と
き
、
蒋
国
社
会
に
お
け
る
生
権
力
の
浸
透
過
程
に
お
い
て
は
、

当
初
性
的
欲
望
の
装
置
と
婚
姻
の
装
置
の
両
方
が
強
く
作
用
し
、
自

己
統
治
の
認
識
の
浸
透
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
女
性
に
自
已
犠
牲
を
求

め
る
状
況
を
作
り
出
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
交
差
し
た
と
こ
ろ

に、

現
在
五

O
I
六

0
歳
代
の
患
者
た
ち
に
よ
る
病
い
の
原
因
を
め
ぐ
る

語
り
が
生
成
さ
れ
て
い
る
。
病
い
の
原
因
を
め
ぐ
る
語
り
が
世
代
ご

と
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
、
今
後
さ
ら
に
詳
細

に
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

家
族
の
問
題
を
病
い
の
原
因
と
し
て
語
る
乳
が
ん
患
者
た
ち
は
、

家
族
へ
の
生
権
力
の
急
速
な
浸
透
に
よ
る
ひ
ず
み
を
感
知
し
て
い
る

と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
患
者
た
ち
が
病
い
と
向
き

合
う
姿
を
通
し
て
、
生
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
可
能
性
を
探
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
乳
が
ん
患
者
た
ち
が
家
族
を
巻
き
込
み

な
が
ら
病
い
に
対
処
す
る
様
相
を
、
家
族
と
生
権
力
と
い
う
文
脈
の

な
か
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

註
(1
)
こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
儒
教
家

父
長
制
は
家
父
長
制
の
通
念
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
多
少
異
な
る
姿
を
見
せ
も

す
る
が
、
こ
れ
は
儒
教
の
理
念
に
、
意
外
と
平
等
的
な
部
分
が
多
い
こ
と

に
起
因
す
る
。
儒
教
の
中
心
思
想
が
「
中
」
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
で
も
あ
り
、
排
他
的
、
偏
頗
的
な
も
の
を
止
揚
し
相
互
協
力
的
な
も

の
を
指
向
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」

(
P
a
r
k
.2
0
1
0
:
 29
6
)
。

(2
)
全
羅
道
に
お
け
る
調
査
は
二
0
1
―
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
実
施
し
、
ソ

ウ
ル
特
別
市
に
お
け
る
調
査
は
二

0
―
一
年
九
月
か
ら
二

0
―
二
年
十
月

現
在
に
か
け
て
継
統
中
で
あ
る
。

(
3
)
こ
こ
で
述
べ
る
代
替
医
学
と
は
「
医
学
の
主
流
で
あ
る
現
代
正
統
医
学
を

基
本
と
す
る
医
学
で
あ
る
。
し
か
し
正
統
医
学
的
治
療
に
限
界
が
あ
る
一

部
の
疾
患
に
お
い
て
、
効
果
と
安
全
性
が
そ
れ
な
り
に
検
証
さ
れ
た
補
完

医
学
を
正
統
医
学
に
a
d
j
u
n
c
t
i
v
e
ま
た
は
s
u
p
p
o
r
t
i
v
e
す
る
、

医
学
の

新
た
な
p
a
r
a
d
i
g
m

で
あ
る
」
（
大
韓
補
完
代
替
医
学
会

・2
8
4
:
 6
)
。

引
用
文
献

（
日
本
語
）
（
五
十
音
順
）

澤
野
美
智
子
、
二

0
―
一
、
「
韓
国
家
族
と
女
性
ー

一
九
六

0
年
代
以
降
の
状

況
を
中
心
に
」

「公
益
財
団
法
人
三
島
海
雲
記
念
財
団
研
究
報
告
書
j

四
八
[

一三
0
|

―
三
三
。

ソ
ン
タ
グ
・

S
、
二
0
0
六
、
「隠
喩
と
し
て
の
病
い
エ
イ
ズ
と
そ
の
隠
喩
」
（
富

山
太
佳
夫
訳
）
、
み
す
ず
書
房
。

ド
ン
ズ
ロ

・
J
、
一
九
九
七
、

「家
族
に
介
入
す
る
社
会
ー
近
代
家
族
と
国
家
の

管
理
装
置
」
（
宇
波
彰
訳
）
、
新
曜
社
。

速
水
洋
子
、

二
0
-
―
‘
「
序
親
子
か
ら
生
の
つ
な
が
り
を
問
い
直
す

（特
集
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親
子
の
つ
な
が
り
ー
人
類
学
に
お
け
る
親
族
／
家
族
研
究
再
考
）
」
「
文
化

人
類
学
」
七
五
（
四
）
」
五
一
五
ー
五
二
五
o

フ
ー
コ
ー

•
M
、
一
九
八
六
、

「性
の
歴
史
I

知
へ
の
意
志
J
(
渡
辺
守
章
訳
）
、

新
潮
社
。

‘―

1
0
0
―
一
、
「
統
治
性
」

「
ミ
シ
ェ
ル

・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成

Vil

知
・
身
体
」
（
石
田
英
敬
訳
）
筑
摩
柑
房
、
二
四
六
ー
ニ
七
二
頁
。

山
崎
明
子
•
黒
田
加
奈
子

・
池
川
玲
子
・
新
保
淳
乃
•
千
葉
慶
、
二

0

―
一
、
「ひ

と
は
な
ぜ
乳
房
を
求
め
る
の
か
」
青
弓
社
。

山
根
真
理
、

二
0
1
―
‘
「
ア
ジ
ア
の
家
族
ぶ
ン
エ
ン
ダ
ー
の
〈
伝
統
〉
と

〈
近
代
〉

再
考
の
た
め
の
ノ
ー
ト
ー
韓
国
高
齢
者
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
中
心
に

I
」
「愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
人
文
・
社
会
科
学
編
」
六
〇
[

一
五
九
ー

一
六
六
。

（韓
国
語
）
（
ハ
ン
グ
ル
ロ
ー
マ
字
化
の
順
）

C
h
o
,
 Ch

e
u
n
g
 M
o
o
n
,
 

1
9
9
7
,
 「

韓
国
社
会
親
族
関
係
の
両
系
化
傾
向
に
関
す

る
研
究
」

「翰
国
女
性
学
J

I

三
(
-
)
□
八
七
ー
一
―
四
。

C
h
o
.
 Ha

e
 J
 
o
a
n
g,
 

1
98
6
,
 「

家
父
長
制
の
変
形
と
克
服
{
竺
国
家
族
の
場
合
」

「韓

国
女
性
学
」
二

[
-
三
六
ー
ニ
―
七
。

C
h
o
i
.
 be

k
,
 

1
9
8
1
.
 
「読
t

国
の
家
ー
そ
の
構
造
分
析
」

「
翰
国
文
化
人
類
学
」

―
―
―
[
-
―
九
ー
一

――一五。

C
h
o
i
 :
 fai 
S
e
u
k
.
 

1
9
9
0
.
 r

韓
国
家
族
研
究
」
一

志
社
。

C
h
o
i
.Kil S
u
n
g,
 

1
9
9
6
,
 「韓

国
人
の
恨
」
イ
エ
ジ
ョ
ン
社
。

C
h
o
i疇

Y
u
J
u
n
g.
 

2
0
1
0
,
 r

家
族
政
策
を
通
し
て
見
た
韓
国
の
家
族
と
近
代
性
j

パ
ク
ム
ン
社
。

C
h
u
n
g
.
 Se

u
n
g
 M
o
,
 

1
9
8
3
.
 「

通
婚
圏
と
地
域
社
会
体
系
研
究
」
「
蒋
国
文
化
人

類
学
」
一
五
]
―
ニ
―
|
-
―
―
―七
°

C
h
u
n
g
.
 yo
u
n
g
 a
e
.
 

2
0
1
0
.
 「

家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
教
文
社
。

大
韓
補
完
代
替
医
学
会

•
2
8
4「補
完
代
替
医
学

」
イ
ハ
ン
出
版
社
。

H
a
n
.
 Na

m
 J
a
e
.
 

1
9
9
7
.
 「韓

国
家
族
制
度
の
変
化
j

―
志
社
。

K
i
m
.
 Eu

n
 H
e
e
.
 19

9
3
.
 「

仕
事

・
家
族
、
そ
し
て
性
役
割
の
意
味
」
、
韓
国
社
会

史
研
究
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