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家
族

「
家
族
」を
拓
く

鷲わ
し

山や
ま

拓た
く

見み

（
静
岡
県
／
浜
松
日
体
高
等
学
校
二
年
）

「
家
族
」
を
拓
く

そ
の
日
は
、
母
の
看
病
の
た
め
に
祖
母
が
家
に

来
て
く
れ
て
い
た
。
習
い
た
て
の
ピ
ア
ノ
を
披
露

す
る
弟
や
、勉
強
の
悩
み
を
吐
露
す
る
兄
。
ま
た
、

祖
母
の
手
料
理
を
頬
張
り
な
が
ら
談
笑
す
る
父
。

祖
母
は
に
こ
に
こ
と
笑
い
な
が
ら
、
た
だ
そ
の
様

子
を
眺
め
て
い
る
。
い
つ
も
そ
う
だ
っ
た
。
そ
の

日
の
夜
、
祖
母
は
家
に
帰
る
と
、
既
に
床
に
就
い

て
い
た
祖
父
に
向
か
っ
て
、
僕
た
ち
家
族
の
話
を

し
た
。「
あ
の
子
は
ピ
ア
ノ
も
上
手
だ
し
、
お
手

伝
い
も
し
て
く
れ
る
本
当
に
良
い
子
だ
よ
」
と
、

小
学
五
年
生
の
孫
の
成
長
を
心
か
ら
喜
ん
だ
様
子

だ
っ
た
。

祖
母
が
、
突
然
、
亡
く
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
僕

が
「
家
族
」
に
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
ジ
グ
ソ
ー

パ
ズ
ル
で
あ
る
。
そ
の
断
片
で
あ
る
ピ
ー
ス
を
失

う
こ
と
と
は
何
か
、
僕
は
考
え
た
。

僕
は
日
常
の
中
で
、
家
族
を
意
識
す
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
家
族
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
存

在
し
、
互
い
に
時
間
を
共
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
生
活
し
て
い
る
。
家
族
を
成
り
立
た
せ
て
い

る
の
は
「
寄
り
添
う
」
こ
と
と
論
を
立
て
る
人
も

い
る
。
思
想
家
の
吉
本
隆
明
は
『
ハ
イ
・
エ
デ
ィ

プ
ス
論
』
の
中
で
、「
人
が
家
族
を
作
ろ
う
と
す

る
の
は
『
欠
如
』
に
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
互

い
に
足
り
な
い
も
の
を
埋
め
よ
う
と
す
る
欲
望
が

家
族
を
形
成
す
る
の
で
は
と
。
離
婚
は
そ
の
欲
望

が
過
剰
に
起
こ
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
と
も
論
じ
て

い
る
。

自
分
に
足
り
な
い
も
の
を
求
め
、
寄
り
添
う
の

が
「
家
族
」
だ
と
し
た
ら
、「
家
族
」
と
は
不
安

定
な
存
在
か
も
知
れ
な
い
。

日
本
の
歴
史
を
辿
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
江
戸

時
代
の
家
族
制
度
は
、
封
建
制
と
い
う
シ
ス
テ
ム

の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る
。「
家
族

制
度
」が
家
族
の
あ
り
方
を
規
制
し
て
い
た
の
だ
。

明
治
以
降
の
家
族
も
江
戸
期
の
倫
理
を
も
と
に
生

き
て
い
た
。
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
富
国
強

兵
や
殖
産
興
業
な
ど
の
政
策
で
あ
っ
た
。
国
を
挙

げ
た
軍
事
力
と
産
業
振
興
に
取
り
組
ん
で
行
く
為

に
は
、「
大
家
族
制
」
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
そ

の
「
家
族
」
と
は
、作
ら
れ
た
「
家
族
」
だ
っ
た
。

終
戦
と
共
に
、
国
家
の
強
制
力
か
ら
離
れ
た
家

族
は
、「
家
族
」
の
在
り
方
を
、
自
ら
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
だ
が
「
民
主
主
義
」
と

い
う
「
自
由
」
を
、「
家
族
」
と
い
う
形
に
す
る

こ
と
を
、
戦
後
の
日
本
人
は
、
未
だ
見
付
け
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。

映
画
か
ら
見
た
家
族

「
映
画
は
時
代
を
端
的
に
映
し
取
る
も
の
」
と

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
代
の
風
俗
や
人
々

が
使
う
言
葉
の
変
化
、
映
像
の
背
後
に
あ
る
風
景

な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

僕
の
祖
父
母
が
若
い
頃
公
開
さ
れ
た
『
東
京
物

語
』、
両
親
の
年
代
の
『
男
は
つ
ら
い
よ
寅
次
郎

恋
愛
塾
』、
そ
し
て
僕
の
時
代
の
映
画
、『
万
引
き



家
族
』
を
取
り
上
げ
、
家
族
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

『
東
京
物
語
』

一
九
五
三
年
、
小
津
安
二
郎
監
督
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
映
画
、『
東
京
物
語
』。
尾
道

に
住
む
老
夫
婦
が
、
子
供
た
ち
の
住
ん
で
い
る
東

京
ま
で
会
い
に
行
く
。
こ
の
映
画
を
見
た
と
き
、

旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
の
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
話
と

が
重
な
っ
た
。

「
彼
女
は
み
ご
も
り
、
カ
イ
ン
を
産
ん
で
言
っ

た
、『
私
は
主
に
よ
っ
て
ひ
と
り
の
人
を
得
た
』。

彼
女
は
ま
た
、
そ
の
弟
ア
ベ
ル
を
産
ん
だ
」。
こ

れ
は
、
イ
ブ
の
子
供
が
産
ま
れ
、
人
類
に
と
っ
て

初
め
て
、「
家
族
」
と
い
う
も
の
が
創
ら
れ
る
場

面
で
あ
る
。カ
イ
ン
は
後
に
些
細
な
出
来
事
か
ら
、

弟
の
ア
ベ
ル
を
妬
み
殺
し
て
し
ま
う
。
い
っ
た
い

僕
は
、
こ
の
話
と
『
東
京
物
語
』
の
ど
こ
に
通
じ

る
も
の
を
感
じ
た
の
か
。

様
々
な
物
事
の
普
遍
的
原
型
を
表
す
も
の
が
神

話
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
話
も
、
家
族
形
態

及
び
親
子
関
係
に
お
い
て
の
原
型
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
る
。
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
子
供
で
あ
る
カ
イ

ン
を
神
話
に
置
い
た
の
は
、「
弟
殺
し
」と
い
う「
歪

ん
だ
家
族
」
が
、
家
族
の
原
型
だ
と
考
え
た
か
ら

だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
危
う
い
存
在
こ
そ
が

「
家
族
」
な
の
だ
ろ
う
。『
東
京
物
語
』
か
ら
も
、

そ
ん
な
家
族
の
危
う
さ
と
、
そ
の
崩
壊
の
予
兆
が

見
て
と
れ
る
。

『
東
京
物
語
』
は
、
僕
に
と
っ
て
一
つ
の
衝
撃

だ
っ
た
。
不
思
議
な
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。
突
然
の

よ
う
に
、
干
さ
れ
た
家
族
の
洗
濯
物
が
、
風
に
な

び
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。モ
ノ
ク
ロ
の
映
画
だ
が
、

色
彩
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
僕

は
家
族
の
象
徴
の
よ
う
に
感
じ
た
。

『
東
京
物
語
』
の
中
で
、
娘
が
老
夫
婦
に
対
し

て
熱
海
へ
の
温
泉
旅
行
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
シ
ー

ン
が
あ
る
。
一
見
す
る
と
親
孝
行
で
心
優
し
い
娘

の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
の
シ
ー
ン
か
ら
は
、

親
に
対
す
る
疎
ま
し
さ
や
両
者
の
文
化
観
の
違
い

が
感
じ
ら
れ
た
。
老
夫
婦
が
東
京
に
来
た
こ
と
に

対
し
て
、
そ
れ
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
者
は
い
な

い
。
子
供
た
ち
は
地
方
都
市
で
あ
る
尾
道
か
ら
大

都
会
東
京
に
出
て
き
て
、
自
立
し
、
家
族
を
持
ち
、

各
々
の
生
き
方
を
形
成
し
て
い
る
。
老
夫
婦
も
そ

れ
を
「
こ
ん
な
も
の
か
」
と
許
容
し
て
い
る
。
僕

は
こ
の
老
夫
婦
に
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
年
老
い
た

姿
を
見
た
。

老
い
た
母
は
、
東
京
か
ら
尾
道
に
帰
っ
て
す
ぐ

に
体
調
を
崩
し
、そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
暇
乞
い
」
と
呼
ば
れ
る
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

死
に
際
し
た
人
間
が
自
分
の
家
族
や
友
人
に
会
い

に
行
き
、
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
そ
の

人
に
と
っ
て
、
今
ま
で
の
人
生
の
肯
定
で
あ
り
、

死
ぬ
前
に
自
分
た
ち
が
成
し
た
こ
と
を
、
も
う
一

度
見
つ
め
直
す
こ
と
で
も
あ
る
。『
東
京
物
語
』

に
は
、
家
族
の
生
き
方
へ
の
極
め
て
覚
め
た
目
が

あ
る
。

『
男
は
つ
ら
い
よ
寅
次
郎
恋
愛
塾
』

山
田
洋
次
監
督
に
よ
る
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
は
、

一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
始
ま
っ
た
人
気
シ
リ
ー
ズ

で
あ
る
。『
男
は
つ
ら
い
よ
』
は
毎
回
、
放
浪
者

で
あ
る
主
人
公
の
寅
さ
ん
が
、
突
然
故
郷
に
帰
っ

て
来
て
は
、
そ
の
度
に
家
族
内
を
波
立
た
せ
る
よ

う
な
騒
動
を
起
こ
す
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
日
本
が
バ
ブ
ル
景
気
に
沸
い
て

い
た
一
九
八
五
年
に
制
作
さ
れ
た
『
男
は
つ
ら
い

よ
寅
次
郎
恋
愛
塾
』
と
い
う
作
品
に
焦
点
を
当

て
て
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

寅
さ
ん
の
実
家
の
家
業
は
、
下
町
の
団
子
屋
で

あ
る
。
帝
釈
天
と
い
う
寺
の
門
前
町
で
団
子
屋
を

営
ん
で
い
る
。
こ
の
映
画
か
ら
感
じ
る
の
は
、
ユ

ー
ト
ピ
ア
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。山
田
監
督
は
、

人
間
の
持
っ
て
い
る
負
の
感
覚
を
意
図
的
に
避
け

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
は
日
々
の
生
活

で
生
ま
れ
る
人
の
「
悩
み
」
や
「
諍
い
」
な
ど
を
、

心
を
こ
め
て
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら



だ
。
人
間
の
営
み
が
、「
団
子
」
や
「
食
卓
」、「
人

と
人
と
の
声
の
掛
け
合
い
」
を
通
し
て
、
香
ば
し

い
煮
物
の
よ
う
に
漂
っ
て
く
る
世
界
が
、
そ
の
映

画
に
は
あ
る
。
あ
る
意
味
で
現
実
離
れ
し
た
世
界

が
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
に
は
あ
る
の
だ
。
こ
の
ユ

ー
ト
ピ
ア
映
画
は
山
田
洋
次
が
描
い
た
、「
家
族
」

へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
は
な
い
か
。

寅
さ
ん
と
い
う
人
物
が
こ
の
映
画
の
核
で
あ
る

が
、
家
族
の
中
心
に
は
い
な
い
。
不
意
に
や
っ
て

き
て
問
題
を
起
こ
し
去
っ
て
ゆ
く
。
他
の
『
男
は

つ
ら
い
よ
』も
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
描
か
れ
て
い
る
。

喜
劇
映
画
だ
か
ら
、「
笑
い
」
が
映
画
の
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
が
、
寅
さ
ん
と
は
、「
家
族
」
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
「
人
間
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

寅
さ
ん
は
、
す
ぐ
に
女
性
を
好
き
に
な
っ
て
、

そ
の
後
失
恋
す
る
が
、
そ
の
騒
動
に
対
し
て
家
族

は
「
迷
惑
」
と
感
じ
る
だ
け
で
な
く
「
気
を
揉
む
」

と
い
う
両
義
的
な
気
持
ち
を
持
つ
。
と
き
に
言
動

が
乱
暴
で
あ
る
が
、
寅
さ
ん
は
優
し
さ
も
あ
る
人

物
な
の
だ
。

国
文
学
者
の
折
口
信
夫
と
、
民
俗
学
者
の
柳
田

國
男
と
の
「
日
本
人
の
神
と
霊
魂
の
観
念
そ
の
ほ

か
」
に
つ
い
て
の
対
談
で
、寅
さ
ん
の
よ
う
な
「
ヒ

ト
」
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
マ
レ
ビ
ト
」

と
い
う
神
的
な
存
在
に
つ
い
て
の
話
で
あ
っ
た
。

折
口
は
「
マ
レ
ビ
ト
」
を
、
神
と
な
っ
て
旅
す
る

も
の
た
ち
で
は
な
い
か
と
論
じ
る
。

折
口
は
「
何
故
日
本
人
は
旅
を
し
た
か
、
あ
ん

な
障
碍
の
多
い
時
代
の
道
を
歩
い
て
、
旅
を
ど
う

し
て
続
け
て
い
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
神
の
教
え
を
伝
播
す
る

も
の
、
神
々
に
な
っ
て
歩
く
も
の
で
な
け
れ
ば
旅

は
出
来
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
は
じ

ま
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」と
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
て
柳
田
は
、「
常
世
神
が
一
番
は
じ

め
で
す
が
、
仏
教
以
前
の
外
教
宣
伝
者
の
こ
と
が

幸
い
に
同
時
代
の
文
献
に
出
て
い
ま
す
。
常
世
神

は
、
あ
の
時
は
た
し
か
駿
河
国
で
し
た
ね
。
あ
の

記
録
以
外
に
も
、
旅
人
が
信
仰
を
以
っ
て
入
っ
て

行
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
」
と
折
口
に
問
う
て
い
る
。

僕
は
「
マ
レ
ビ
ト
」
と
「
常
世
神
」
は
同
じ
も

の
で
、
彼
ら
は
映
画
に
出
て
く
る
寅
さ
ん
と
重
な

る
と
思
う
。
柳
田
は
「
マ
レ
ビ
ト
」
が
、
駿
河
国

に
や
っ
て
来
て
、
そ
の
村
で
少
し
乱
暴
な
行
為
に

及
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
村
人
は
そ
の
行
為

を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
大
き
く
受
け
入
れ
て

い
た
こ
と
が
柳
田
の
話
か
ら
想
像
で
き
る
。
僕
は

「
マ
レ
ビ
ト
」
と
い
う
存
在
の
意
味
は
、
家
族
や

共
同
体
と
い
う
内
な
る
も
の
と
の
関
係
に
あ
る
と

考
え
る
。
そ
れ
は
家
族
や
共
同
体
の
中
に
必
然
の

よ
う
に
起
こ
る
「
馴
れ
」
と
「
淀
み
」
へ
の
恐
れ

で
は
な
い
か
と
。

『
万
引
き
家
族
』

二
〇
一
八
年
に
公
開
さ
れ
た
是
枝
裕
和
監
督
に

よ
る
『
万
引
き
家
族
』。
孤
立
し
た
人
々
が
疑
似

家
族
を
作
っ
て
い
る
姿
を
描
い
た
の
が
、『
万
引

き
家
族
』だ
。
教
養
も
お
金
も
能
力
も
な
い
男
や
、

親
に
捨
て
ら
れ
た
子
、
親
か
ら
虐
待
を
受
け
孤
独

に
生
き
て
き
た
少
女
な
ど
が
、
共
に
寄
り
添
い
、

互
い
を
補
い
合
う
。
誰
か
を
支
え
る
こ
と
で
自
分

も
支
え
ら
れ
る
と
い
う
意
識
で
、
血
縁
関
係
の
な

い
者
が
結
び
つ
く
。
家
族
の
基
本
で
あ
る
「
互
い

に
寄
り
添
う
」
と
い
う
こ
と
が
、
今
の
日
本
で
は

希
薄
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
映
画
の
印
象

だ
。こ

の
映
画
を
見
終
わ
っ
た
と
き
、
僕
の
心
に
は

や
る
せ
な
い
気
持
ち
だ
け
が
残
っ
た
。
帰
り
道
、

一
緒
に
映
画
を
見
に
行
っ
た
父
に
ふ
と
、
質
問
を

投
げ
か
け
た
。
な
ぜ
医
師
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
の

か
、
と
。
僕
が
唐
突
に
父
に
訊
い
た
の
は
、「
万

引
き
家
族
」
と
「
自
分
の
家
族
」
と
を
重
ね
た
か

ら
だ
。
職
の
選
択
は
、「
家
族
を
創
る
こ
と
」
と

大
き
な
関
係
が
あ
る
。
僕
は
父
が
ど
う
や
っ
て
家

族
を
創
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
、
こ
の

映
画
を
通
し
て
知
り
た
く
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。

映
画
の
中
で
、
母
親
か
ら
虐
待
を
受
け
て
い
る



少
女
が
出
て
く
る
。
そ
の
家
庭
で
は
、
母
親
も
夫

か
ら
Ｄ
Ｖ
を
受
け
る
な
ど
、
家
族
間
で
の
大
き
な

歪
み
を
感
じ
る
。
少
女
は
そ
の
後
、
は
み
出
し
者

が
集
ま
っ
た
「
万
引
き
家
族
」
に
拾
わ
れ
て
、
そ

の
中
で
家
族
の
温
か
み
や
無
償
の
愛
を
感
じ
て
い

く
の
だ
。

厚
生
労
働
省
の
児
童
虐
待
相
談
の
対
応
件
数

は
、
平
成
十
一
年
度
に
一
万
一
六
三
一
件
だ
っ
た

の
に
対
し
て
、
平
成
二
十
八
年
度
に
は
そ
の
十
倍

以
上
の
十
二
万
二
五
七
八
件
も
の
相
談
が
あ
っ

た
。
こ
の
統
計
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
現

代
日
本
は
家
族
間
や
親
子
間
に
何
ら
か
の
問
題
が

あ
り
、
そ
れ
は
年
ご
と
に
増
加
傾
向
に
あ
る
。

映
画
の
中
で
と
て
も
印
象
的
な
シ
ー
ン
が
あ
っ

た
。
家
族
の
「
父
役
」
の
男
が
事
情
聴
取
を
受
け

て
い
る
と
き
に
、「
万
引
き
ぐ
ら
い
し
か
子
供
に

教
え
て
や
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
呟
く
シ
ー

ン
だ
。
万
引
き
は
犯
罪
で
あ
る
が
、
親
子
関
係
を

繋
ぐ
も
の
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
監
督

は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
親
は
子
に
、
何
か
を

「
教
え
る
」
こ
と
を
す
る
。
生
き
る
術
や
、
家
族

の
歴
史
な
ど
、
子
は
親
を
見
て
そ
れ
を
学
ぶ
。
そ

れ
は
、
子
と
親
、
ま
た
家
族
が
気
持
ち
を
繋
ぐ
た

め
に
重
要
な
こ
と
だ
。

こ
の
映
画
か
ら
僕
が
感
じ
た
も
の
は
、
現
代
家

族
の
劣
化
だ
。
特
に
親
と
子
供
と
の
関
係
が
希
薄

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
と
。

そ
の
要
因
の
一
つ
は
「
過
剰
な
経
済
」
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
高
度
成
長
時
代
の
日
本
経
済
は
、

大
量
消
費
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
消
費
が

動
く
こ
と
は
、
豊
か
さ
で
あ
り
、
様
々
な
商
品
は

そ
の
象
徴
で
も
あ
り
、
衣
食
住
の
安
定
と
共
に
精

神
を
柔
ら
か
に
し
て
い
た
の
だ
。
だ
が
大
量
消
費

の
悪
し
き
形
の
バ
ブ
ル
時
代
が
起
こ
り
、
家
族
の

あ
り
方
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

良
い
大
学
、
良
い
企
業
に
向
か
っ
て
親
は
、
子

供
に
「
学
ぶ
」
こ
と
を
勧
め
る
。
そ
の
思
い
の
根

に
あ
る
も
の
は
、「
過
剰
な
経
済
」
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。「
互
い
に
寄
り
添
う
」
こ
と
よ
り
も
、

そ
れ
が
優
先
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

『
万
引
き
家
族
』
の
家
族
は
「
疑
似
家
族
」
で

あ
る
が
、
是
枝
監
督
は
、
今
の
家
族
の
在
り
方
を

訴
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
僕
は
映
画
か
ら

受
け
取
っ
た
。

三
本
の
映
画
か
ら

時
代
を
追
っ
て
三
本
の
映
画
を
分
析
し
て
き
た

が
、
現
代
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、「
家
族
」
と
い

う
も
の
が
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
、
悪
し
き
方
向

に
向
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を

受
け
た
。

終
戦
に
至
る
ま
で
、
国
の
枠
組
み
の
中
に
パ
ー

ツ
と
し
て
存
在
し
て
い
た
家
族
。『
東
京
物
語
』

で
は
、
檻
と
し
て
の
「
大
家
族
制
」
か
ら
離
れ
た

「
迷
え
る
家
族
」
が
描
か
れ
て
い
た
と
僕
は
思
っ

た
。
そ
し
て
、
家
族
の
「
馴
れ
合
い
」
の
中
で
い

つ
の
間
に
か
「
淀
み
」
が
生
ま
れ
、
そ
の
淀
み
を

攪
拌
す
る
人
物
と
し
て
、
山
田
洋
次
は
寅
さ
ん
を

描
い
た
と
思
っ
た
。
家
族
の
崩
壊
と
、
今
の
時
代

の
家
族
に
対
す
る
価
値
観
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た

の
が
『
万
引
き
家
族
』
で
は
な
い
か
。
三
本
の
映

画
を
見
て
僕
は
、
自
分
な
り
の
「
家
族
」
と
は
何

か
を
模
索
し
て
き
た
。

そ
の
中
で
特
に
『
万
引
き
家
族
』
か
ら
受
け
た

思
い
は
、
現
代
の
家
族
に
は
未
来
は
な
い
と
い
う

息
苦
し
い
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
目
を
開
い
て
見
れ

ば
、
あ
の
「
疑
似
家
族
」
の
よ
う
に
「
互
い
が
寄

り
添
う
」
新
た
な
家
族
が
、
曖
昧
な
が
ら
見
え
て

く
る
の
だ
っ
た
。
現
代
に
蔓
延
す
る
多
く
の
家
族

問
題
を
見
て
い
る
と
、日
本
人
は
何
か
大
き
な「
忘

れ
物
」
を
し
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
「
忘

れ
物
」
と
は
何
か
を
辿
っ
て
み
た
い
。

家
族
を
創
っ
て
み
る

『
大
家
さ
ん
と
僕
』。
こ
の
漫
画
は
、
漫
画
家
で

あ
り
漫
才
芸
人
で
も
あ
る
矢
部
太
郎
の
作
品
だ
。

メ
デ
ィ
ア
で
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
そ
の

漫
画
は
、
四
十
一
歳
の
矢
部
自
身
と
八
十
七
歳
の



い
の
奥
に
あ
る
も
の
に
彼
が
反
応
し
た
の
だ
ろ

う
。
大
家
さ
ん
と
矢
部
が
行
っ
た
場
所
は「
知
覧
」

だ
っ
た
。
そ
の
場
所
は
第
二
次
大
戦
時
に
特
攻
基

地
だ
っ
た
。
こ
の
漫
画
の
「
知
覧
」
で
の
話
は
、

知
覧
特
攻
隊
資
料
館
を
見
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て

い
る
。
大
家
さ
ん
が
年
老
い
た
体
に
鞭
を
打
ち
、

命
を
か
け
て
鹿
児
島
の
知
覧
ま
で
行
っ
た
の
は
、

矢
部
さ
ん
に
「
伝
え
た
い
こ
と
」
が
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
。
想
い
を
「
伝
え
る
」
こ
と
は
、
過

去
と
今
を
貫
き
、
そ
し
て
未
来
へ
と
繋
げ
る
も
の

で
は
な
い
か
。
僕
が
『
大
家
さ
ん
と
僕
』
か
ら
受

け
た
も
の
は
、「
未
来
の
家
族
」
の
在
り
方
の
手

本
だ
っ
た
。

矢
部
太
郎
と
大
家
さ
ん
の
関
係
は
、「
心
の
拠

り
所
」
と
「
伝
え
る
こ
と
」
と
で
成
り
立
っ
て
い

た
。
僕
は
、
そ
こ
に
家
族
の
原
像
を
見
る
。

「
未
来
の
家
族
」

新
聞
や
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
で
、「
家
族
を
失
っ

た
人
た
ち
」や「
家
族
か
ら
孤
立
」し
て
い
る
人
々

の
問
題
を
よ
く
目
に
す
る
。「
孤
独
死
」
や
「
児

童
虐
待
」、「
離
婚
率
の
多
さ
」
な
ど
が
典
型
な
例

で
あ
る
。
そ
ん
な
ニ
ュ
ー
ス
を
目
に
す
る
度
に
、

「
家
族
」
が
溶
け
か
か
っ
て
い
る
と
感
じ
る
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
、
少
し
で
も
変
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
。
血
縁
の
家
族
だ
け
で
は
な
い
、

く
と
い
う
の
だ
。
こ
の
祭
り
も
先
祖
へ
の
思
い
を

形
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
未
来
の
人
た
ち
へ
と
結

ぶ
も
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
今
の
時
代
は
、「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
意
識
が
薄
く
、
目
の
前
に
あ
る
も
の
だ
け
に

囚
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
人

と
人
と
の
関
係
や
家
族
に
あ
る
「
文
化
」
が
希
薄

に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
矢
部
太
郎
も
大
家
さ
ん
と

の
関
わ
り
の
中
で
、
そ
の
意
識
や
文
化
を
徐
々
に

受
け
継
い
で
い
っ
た
と
、
僕
は
本
を
読
み
な
が
ら

実
感
し
た
。

ま
た
『
大
家
さ
ん
と
僕
』
の
魅
力
は
、
血
縁
や

利
害
を
仲
立
ち
と
し
な
い
無
償
の
関
係
が
描
か
れ

て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
誰
か
を
支
え
る
こ
と
で
自
分

が
支
え
ら
れ
る
。
誰
か
を
愛
す
る
こ
と
で
自
分
が

愛
情
を
享
受
す
る
。
そ
ん
な
二
人
の
関
係
は
、「
未

来
の
家
族
」
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
印
象
的
な
場
面
が
あ
る
。

大
家
さ
ん
が
血
圧
を
測
り
な
が
ら
、「
死
ぬ
ま
で

に
一
度
、
チ
ラ
ン
に
行
き
た
い
」
と
呟
く
一
コ
マ

だ
。「
チ
ラ
ン
」
と
い
う
大
家
さ
ん
の
言
葉
に
、

矢
部
太
郎
は
そ
の
意
味
を
掴
め
ず
に
い
る
。
大
家

さ
ん
は
矢
部
を
誘
っ
て
旅
に
出
る
。
矢
部
は
「
チ

ラ
ン
」が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
理
解
し
て
い
な
い
が
、

咄
嗟
に
「
一
緒
に
行
き
た
い
」
と
言
う
の
だ
。
年

老
い
た
大
家
さ
ん
が
「
行
き
た
い
」
と
言
っ
た
思

大
家
さ
ん
と
の
間
に
生
じ
る
不
思
議
な
関
係
を
描

い
て
い
る
。
二
人
の
間
に
は
、「
互
い
に
生
か
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
家
族
の
原
型
を
感
じ
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
そ
の
漫
画
の
中
で
、
芸
人
の
誕
生

日
に
大
家
さ
ん
が
ケ
ー
キ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
シ

ー
ン
が
あ
る
。
ケ
ー
キ
と
い
っ
て
も
、
お
は
ぎ
に

仏
壇
用
の
ロ
ウ
ソ
ク
を
立
て
た
だ
け
の
質
素
な
も

の
だ
。
お
そ
ら
く
大
家
さ
ん
は
、
毎
日
仏
壇
で
手

を
合
わ
せ
、
先
祖
を
想
っ
て
生
き
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
独
り
身
の
大
家
さ
ん
に
と
っ
て
、
過
去
と
の

繋
が
り
が
唯
一
の
「
心
の
拠
り
所
」
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

先
祖
と
は
何
か
、
僕
は
こ
の
漫
画
を
き
っ
か
け

に
考
え
て
み
た
。
大
家
さ
ん
が
「
心
の
拠
り
所
」

に
し
た
の
は
過
去
の
人
た
ち
へ
の
思
い
の
総
体
で

は
な
い
か
。
両
親
や
そ
れ
に
繋
が
る
人
々
や
、
今

は
見
え
な
い
が
過
去
に
確
か
に
い
た
人
た
ち
へ
の

思
い
が
、
お
は
ぎ
の
ケ
ー
キ
の
シ
ー
ン
に
は
あ
る

の
だ
。先
祖
は
過
去
の
人
た
ち
の
こ
と
で
は
な
く
、

今
を
生
き
る
人
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
い

か
と
。
そ
れ
は
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
思

い
と
同
じ
だ
。
そ
の
思
い
が
あ
っ
て
「
未
来
の
家

族
」
が
見
え
て
く
る
。

メ
キ
シ
コ
に
は
「
死
者
の
日
」
と
い
う
大
切
な

祭
り
が
あ
る
。
そ
の
日
の
食
卓
に
は
、
家
族
だ
け

で
は
な
い
「
不
在
の
人
」
の
た
め
の
食
べ
物
を
置



る
だ
ろ
う
。

今
、
述
べ
た
こ
と
の
多
く
は
、「
家
族
の
形
」

の
模
索
だ
が
、本
当
に
重
要
な
の
は
、「
心
を
結
ぶ
」

と
い
う
目
に
見
え
な
い
も
の
へ
の
思
い
だ
。『
大

家
さ
ん
と
僕
』
に
出
て
く
る
仏
壇
、
そ
の
先
へ
と

続
く
先
祖
へ
の
思
い
。『
男
は
つ
ら
い
よ
』
の
寅

さ
ん
か
ら
考
え
た
「
マ
レ
ビ
ト
」
な
ど
、
抽
象
的

で
あ
る
が
、「
神
的
な
も
の
」
と
か
「
超
越
的
な

も
の
」
へ
の
恐
れ
を
土
台
に
し
て
家
族
を
考
え
る

こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。

僕
の
父
は
、
不
思
議
な
こ
と
を
言
う
と
き
が
あ

る
。「
今
、『
未
来
』
を
覗
い
て
い
る
よ
う
な
気
持

ち
に
な
っ
た
」
と
。
以
前
か
ら
父
は
、
家
族
団
ら

ん
の
場
に
お
い
て
、
た
ま
に
こ
の
言
葉
を
発
し
て

い
た
。
何
を
訳
の
分
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
と
今
ま
で
聞
き
流
し
続
け
て
き
た

が
、
先
日
、
こ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
初
め
て

父
に
尋
ね
て
み
た
。
す
る
と
父
は
こ
う
答
え
た
。

「
自
分
が
子
供
の
頃
、
親
や
祖
父
母
、
近
所
の
お

じ
さ
ん
な
ど
か
ら
受
け
た
愛
情
に
、
今
に
な
っ
て

気
が
付
い
た
と
い
う
こ
と
」
と
。
父
が
幼
い
と
き

受
け
た
ア
ド
バ
イ
ス
や
、
大
人
か
ら
送
ら
れ
た
言

葉
の
意
味
を
、
実
体
験
を
通
し
て
理
解
し
、
今
、

同
じ
よ
う
に
僕
た
ち
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
る

の
だ
。
そ
れ
は
、
父
自
身
が
経
験
の
中
で
得
た
エ

ッ
セ
ン
ス
と
な
り
、
よ
り
深
み
を
増
し
た
も
の
と

で
は
な
く
、
何
時
も
更
新
す
る
意
識
を
持
つ
こ
と

も
重
要
だ
。

そ
ん
な
「
意
識
の
更
新
」
を
果
た
す
も
の
と
し

て
、
僕
の
家
で
は
「
家
族
会
議
」
な
る
も
の
が
開

か
れ
る
。
開
催
は
不
定
期
だ
。
議
題
は
、
長
期
休

暇
で
の
旅
行
の
行
先
に
つ
い
て
や
、
ち
ょ
っ
と
し

た
家
庭
内
で
の
意
見
交
換
で
あ
る
。
先
日
行
わ
れ

た
家
族
会
議
で
は
、「
家
計
の
ピ
ン
チ
に
ど
の
よ

う
な
対
策
が
と
れ
る
か
」。
普
段
部
屋
に
こ
も
っ

て
勉
強
し
て
い
る
兄
も
、
家
事
に
忙
し
い
母
も
、

家
族
全
員
が
リ
ビ
ン
グ
に
集
ま
り
、
各
々
の
考
え

を
プ
レ
ゼ
ン
し
た
。
そ
う
し
て
互
い
の
考
え
を
批

評
し
合
い
、
一
つ
の
結
論
と
こ
れ
か
ら
の
実
践
目

標
を
導
く
の
だ
。
こ
の
「
家
族
会
議
」
は
、
会
議

後
の
僕
た
ち
家
族
に
一
体
感
を
与
え
て
く
れ
る
。

人
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
、
長
所
も
短
所
も
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
。
家
族
内
で
議
論
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
互
い
の
個
性
を
認
め
合
っ
た
り
、
自
分

の
弱
点
に
気
が
付
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
家
族
会
議
」
は
、
我
が
家
独
特
の
「
文
化

的
共
有
」
の
場
で
あ
る
。

僕
の
家
の
「
家
族
会
議
」
は
、
極
め
て
個
人
的

な
も
の
だ
が
、
公
共
の
空
間
と
し
て
創
り
上
げ
る

こ
と
が
、
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
の

空
間
作
り
に
は
、
建
築
家
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
そ
し

て
社
会
学
や
思
想
家
な
ど
の
専
門
家
も
必
要
に
な

他
者
と
の
関
係
に
繋
が
る
家
族
の
在
り
方
が
重
要

だ
と
思
う
の
だ
。

現
代
で
は
、「share

」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳

に
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、
場
所
や
空
間
を
共
有
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「share

」
と
い
う
言
葉

に
、
僕
は
抵
抗
が
あ
る
。
機
械
的
に
時
間
や
場
所

を
分
け
合
う
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か

ら
だ
。
そ
こ
で
生
き
て
い
る
人
の
息
遣
い
や
思
い

を
共
有
し
な
が
ら
、
な
お
且
つ
息
苦
し
く
な
ら
な

い
よ
う
な
人
々
の
集
ま
り
が
で
き
た
ら
、
と
想
像

し
て
み
る
。
そ
れ
を
僕
は
「
創
造
す
る
家
族
」
と

呼
び
た
い
。

老
若
男
女
が
集
ま
る
場
。
深
い
経
験
と
、
新
鮮

な
ア
イ
デ
ア
が
共
に
存
在
す
る
場
。
そ
ん
な
空
間

は
、
豊
か
に
「
家
族
」
を
彩
る
。
枠
を
超
え
た
、

他
者
と
の
関
係
で
の
家
族
は
、
孤
独
な
者
に
「
支

え
合
う
」
こ
と
を
教
え
、
何
か
を
「
伝
え
る
」。

そ
ん
な
家
族
の
核
に
な
る
も
の
は
「
文
化
」
だ
と

考
え
る
。
そ
れ
は
音
楽
を
奏
で
た
り
、
共
同
で
絵

を
描
い
た
り
す
る
よ
う
な
「
文
化
的
共
有
」
で
あ

っ
て
も
良
い
。
現
代
の
問
題
点
や
可
能
性
を
議
論

す
る
場
所
で
あ
っ
て
も
良
い
。
互
い
に
調
理
し
食

を
楽
し
む
こ
と
も
良
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
い

る
資
質
や
感
性
の
違
い
を
生
か
し
な
が
ら
、
自
由

な
空
間
を
模
索
す
る
こ
と
な
ど
も
「
創
造
す
る
家

族
」
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
考
え
に
留
ま
る
の



し
て
進
化
す
る
。「
伝
承
」
と
い
う
「
文
化
」
は
、

家
族
の
大
き
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
は
見
え
な
い

先
祖
と
の
対
話
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
を

持
ち
続
け
る
こ
と
が
、「
未
来
の
家
族
」
で
あ
り
、

「
創
造
す
る
家
族
」
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い

か
。
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