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究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
と
い
う
も
の
」
一
般
の
構
造
や
機
能
な
ど
を
理
解

　
　
　
　
　
　
中
國
の
家
族
と
肚
會
1
　
　
　
　
　
　
　
し
、
ま
た
西
洋
批
會
に
於
い
豪
族
生
活
の
分
裂
が
つ
く
り
出
し
た
と
こ
ろ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ル
ガ
．
ラ
・
ン
グ
著
　
　

き
び
し
い
諸
問
題
を
理
解
す
る
の
に
役
立
た
せ
る
。
国
文
化
の
攣
遷
の
過
程
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
川
　
　
　
　
修
訳
　
　
　
　
硯
究
す
る
た
め
の
場
と
し
て
扱
づ
。
併
し
私
は
e
及
び
日
の
馳
に
於
い
て
・
特
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
二
十
八
年
四
月
岩
波
書
店
　
　
に
e
の
馳
か
ら
見
た
場
合
σ
こ
の
書
を
、
高
く
評
便
し
た
い
。
口
の
馳
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
代
叢
書
版
　
ご
五
四
頁
　
二
二
〇
圓
　
　
　
て
は
、
．
現
在
我
々
は
家
族
の
分
裂
以
前
の
段
階
に
在
っ
て
、
之
に
苦
し
み
之
を

　
　
　
最
近
敷
年
の
聞
に
申
國
肚
會
に
起
っ
た
敷
々
の
攣
革
の
様
相
は
、
申
國
よ
り
　
　
解
決
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
家
族
の
分
裂
し
た
敵
米
の
人
々
が
持

　
　
の
麟
國
者
や
、
或
は
内
．
外
の
學
者
及
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
達
の
手
に
よ
っ
て
　
　
っ
て
い
る
問
題
と
自
然
に
異
っ
て
く
る
か
ら
、
口
の
馳
に
つ
い
て
は
、
一
鷹
評

　
　
我
々
に
知
ら
さ
れ
つ
、
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
特
に
我
々
の
注
意
を
惹
き
つ
け
　
　
便
の
外
に
お
い
て
お
《
こ
と
に
す
る
。

　
　
る
も
の
義
；
に
、
家
と
読
に
附
随
す
る
様
々
の
人
聞
關
係
の
問
題
が
あ
る
。
　
さ
て
本
書
を
特
に
笙
の
鮎
で
高
く
許
贋
す
る
所
以
は
、
概
し
て
過
去
の
、
「

　
　
そ
れ
は
我
が
國
の
民
主
化
を
阻
ん
で
い
る
も
の
、
根
底
に
横
わ
っ
て
い
る
問
題
　
　
申
國
の
家
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
が
、
兎
も
す
れ
ば
抽
象
的
な
、
家
族
構
造
論
　
4
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
で
あ
り
、
中
國
に
於
て
も
、
極
く
最
近
ま
で
そ
の
様
に
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
　
　
的
な
、
静
的
な
傾
向
に
階
っ
て
し
ま
っ
て
、
人
聞
生
活
の
場
と
し
て
の
家
の
鶴
　
　
「

　
　
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
二
〇
世
紀
に
は
じ
　
　
馳
よ
り
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
に
封
し
“
本
書
で
は
こ
れ
が
、
具

　
　
ま
っ
た
中
國
民
族
の
杜
會
的
．
民
族
的
解
放
の
闘
孚
に
と
っ
て
は
、
か
れ
ら
が
　
　
体
的
な
生
き
生
き
と
し
た
姿
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ラ

　
　
家
に
甥
し
て
献
身
的
で
あ
り
す
ぎ
た
こ
と
が
大
き
な
障
害
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
　
　
ン
グ
が
、
古
い
纏
威
を
倒
さ
ん
と
す
る
力
と
、
そ
れ
を
守
ら
ん
と
す
る
力
と
が

　
　
る
。
現
在
我
々
は
今
一
度
、
日
本
の
「
家
」
の
現
實
の
姿
を
顧
み
る
必
要
に
迫
　
　
野
立
し
て
い
た
、
當
時
の
中
國
の
枇
會
の
申
で
苦
拶
す
る
人
達
を
、
そ
の
日
常

　
　
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
一
つ
の
手
掛
と
な
る
の
が
、
こ
」
に
取
上
　
　
生
活
・
懸
愛
・
結
婚
と
い
っ
た
身
近
な
問
題
か
ら
捉
え
て
記
し
て
い
る
か
ら
で

　
　
げ
た
オ
ル
ガ
．
ラ
ン
グ
の
「
申
國
の
家
族
と
肚
會
」
で
、
こ
の
書
は
、
障
害
と
　
　
あ
り
、
そ
れ
は
一
に
、
家
を
通
し
て
中
國
人
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
態
度
「
政

　
　
な
っ
て
い
た
時
代
0
、
こ
の
家
族
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
詳
細
な
る
調
査
と
、
　
治
生
活
と
家
族
生
活
の
民
主
化
の
た
め
に
翻
い
つ
瓦
あ
る
申
國
の
新
し
い
世
代

　
　
そ
れ
に
加
う
る
に
廣
い
文
献
的
知
識
を
以
て
し
、
更
に
こ
れ
に
甥
す
る
肚
會
的
　
　
に
甥
す
る
私
の
同
情
的
な
態
度
」
に
よ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
脛
濟
的
莫
を
も
盛
り
込
ん
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
で
で
本
書
の
成
り
立
ち
を
見
て
み
る
と
・
こ
呈
同
は
ラ
ン
グ
が
充
三
五

麹
．
フ
ン
グ
は
こ
の
問
題
を
ど
ん
な
肇
最
扱
お
う
と
し
た
か
。
そ
れ
装
の
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
、
ウ
イ
・
ト
フ
・
差
ル
博
士
の
指
導
の
下
に
・
太

－
三
簿
要
約
さ
れ
う
る
、
e
家
ー
中
國
の
肚
會
制
塁
体
の
中
で
磐
袋
卒
洋
間
籍
査
聖
言
ン
ビ
ア
壼
の
協
里
催
で
行
わ
れ
た
中
騨
盤
昌



0
　
態
調
査
に
参
加
し
、
之
に
よ
り
得
た
資
料
を
基
礎
に
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
多
少
の
問
題
が
あ
る
。
先
ナ
ラ
ゾ
グ
は
第
一
章
『
國
家
と
枇
曾
』
，
で
「
中
國
は
、
，

ら
、
1
　
而
し
て
そ
の
資
料
は
「
北
京
協
和
警
學
附
属
病
院
の
杜
會
事
業
部
に
よ
る
約
四
　
　
紀
元
前
三
世
紀
の
中
頃
秦
の
始
皇
の
時
に
、
封
建
時
代
が
お
わ
り
を
つ
げ
て
帝

　
，
，
㌔
○
○
○
の
記
録
か
ら
と
っ
た
患
者
記
録
と
統
計
資
料
、
［
北
京
・
天
津
・
上
海
・
　
　
政
時
代
が
は
じ
ま
っ
た
」
と
し
、
こ
の
帝
政
中
國
の
成
立
を
、
灌
瀧
と
水
害
豫

　
　
無
錫
∴
漏
建
な
ど
で
階
級
別
、
年
齢
別
に
行
な
っ
た
面
接
調
査
、
華
北
・
華
南
・
　
　
防
の
爲
の
土
木
事
業
に
求
め
て
い
る
。
而
し
て
更
に
帝
政
中
國
に
は
幾
多
の
王

　
　
」
華
中
に
お
け
る
一
〇
都
市
の
二
二
大
學
と
入
高
校
の
學
生
か
ら
回
答
を
と
っ
た
　
　
朝
の
交
代
は
あ
っ
た
が
、
　
「
基
本
的
な
枇
會
構
造
は
す
っ
か
り
弱
ま
っ
て
は
い

　
　
，
一
七
〇
〇
件
の
書
面
調
査
、
幅
建
と
廣
東
に
お
け
る
二
六
の
同
族
に
つ
い
て
行
　
　
て
も
、
政
治
．
杜
會
制
度
や
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
に
は
二
一
世
紀
も
の
長
い
聞
何
の
ト

　
　
な
っ
た
生
活
調
査
で
あ
り
、
そ
の
地
域
的
範
園
は
、
ソ
ビ
エ
ッ
ト
地
匠
を
除
い
　
　
攣
化
も
せ
す
、
中
國
祉
會
は
い
つ
も
停
滞
し
て
い
た
。
而
し
て
よ
う
や
く
現
在

　
　
、
て
（
之
は
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
）
略
ζ
中
國
全
土
に
亘
り
、
そ
の
継
　
　
に
な
っ
て
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
新
し
い
傾
向
に
道
を
ゆ
ナ
リ
か
け
て
い
る
と
い
う

　
　
會
的
範
團
は
、
「
各
杜
會
層
を
典
型
的
に
代
表
す
る
封
象
を
つ
か
み
え
た
」
と
　
　
状
態
な
の
で
あ
る
。
」
と
師
で
あ
り
、
又
夫
で
屯
あ
っ
た
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ

　
　
考
え
て
愛
當
な
様
で
あ
る
。
こ
の
檬
に
、
調
査
が
廣
範
に
亘
っ
て
い
る
こ
と
竜
　
　
ル
張
り
の
停
滞
論
を
提
出
し
て
、
そ
の
停
滞
性
の
申
に
は
、
何
等
新
時
代
へ
の

　
、
本
書
の
贋
値
を
高
め
る
一
つ
の
理
由
で
あ
る
が
、
更
に
こ
の
調
査
が
】
九
三
五
　
　
芽
が
な
か
っ
た
と
の
ぺ
て
い
る
。
こ
」
に
示
さ
れ
た
ラ
ン
グ
の
論
が
、
首
肯
し

　
　
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
、
印
ち
現
代
中
國
史
上
の
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
を
餐
す
　
　
難
い
こ
と
は
こ
髭
に
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
L
で
は
こ
　
一

　
　
時
期
ー
西
安
事
件
、
＝
一
・
九
學
生
蓮
動
、
蔵
溝
橋
事
件
と
い
っ
た
諸
事
件
が
　
　
の
黙
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
く
が
、
「
昔
の
中
國
の
家
族
」
が
、
こ
の
よ
う
　
蜘

　
　
縷
襲
し
た
時
期
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
更
に
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
斯
の
如
　
　
な
批
會
的
基
盤
か
ら
出
て
く
る
「
儒
教
型
」
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
所
　
　
一

　
　
く
時
間
的
に
も
注
目
に
値
す
る
際
に
、
豊
富
な
資
料
を
扱
っ
て
書
か
れ
て
い
る
　
　
に
、
更
に
問
題
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
’

　
　
所
に
、
本
書
の
人
に
迫
っ
て
來
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
の
取
　
　
　
次
に
ラ
ン
グ
は
、
第
二
章
『
家
族
の
機
能
と
構
造
』
に
お
い
て
、
中
國
の
家
　
　
　
－

　
㌧
扱
い
方
そ
の
他
に
、
若
干
の
疑
問
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
族
が
決
し
て
今
迄
考
え
ら
れ
た
よ
う
な
大
家
族
で
な
い
こ
と
、
叉
「
家
族
共
産

　
　
　
本
書
は
「
昔
の
中
國
の
家
族
」
と
「
現
代
の
中
國
の
家
族
」
の
二
部
か
ら
成
　
　
制
」
と
い
っ
た
概
念
も
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
秀
れ
た
見
解
を
蓮
べ

　
　
り
立
っ
て
い
る
。
「
昔
の
中
國
の
家
族
」
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
グ
は
次
の
如
く
　
　
て
い
る
が
、
ラ
ン
グ
が
こ
』
で
繰
り
展
げ
た
家
族
の
型
の
分
類
、
こ
れ
は
第
二

　
　
言
っ
て
い
る
。
「
今
な
お
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
古
い
も
の
、
家
族
關
　
　
部
「
現
代
中
國
の
家
族
」
と
も
大
い
に
關
聯
を
持
つ
事
柄
で
あ
る
が
、
こ
の
分

　
　
．
係
に
お
い
て
は
、
か
な
り
ひ
ど
く
動
揺
し
て
い
る
と
は
い
え
、
い
ま
で
も
や
は
　
　
類
に
は
猫
非
常
な
疑
問
が
あ
る
。
一
言
に
し
て
言
う
な
ら
ば
、
量
的
な
差
異
に

　
－
、
り
無
覗
し
え
な
い
現
實
を
な
し
て
い
る
。
『
儒
教
型
』
を
説
明
す
る
た
め
に
、
　
　
目
を
向
け
す
ぎ
て
、
質
的
な
そ
れ
へ
の
關
心
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

　
　
序
論
的
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
の
で
あ
る
。
ラ
ン
グ
は
言
っ
て
い
る
。
「
家
族
の
構
成
は
ま
た
き
わ
め
て
多

　
　
　
元
來
枇
會
學
者
で
あ
る
ラ
ン
グ
が
、
序
論
的
に
書
い
た
も
の
に
或
は
こ
れ
以
　
　
檬
で
あ
る
が
、
小
家
族
と
申
家
族
と
二
種
類
の
大
家
族
と
が
主
要
な
三
つ
の
型

　
　
レ
上
を
望
む
こ
と
は
無
理
な
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
第
一
部
に
は
　
　
で
あ
る
。
小
家
族
は
ま
た
生
物
學
的
家
族
．
自
然
家
族
．
核
家
族
あ
る
い
は
小

’



　
　
家
庭
と
も
呼
ば
れ
、
夫
と
妻
と
子
供
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
…
…
中
家
族
ぱ
　
　
重
苦
し
い
感
じ
を
起
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
親
は
慣
習
を
楯
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
爾
親
と
そ
の
未
婚
の
子
供
た
ち
及
び
一
人
の
既
婚
の
息
子
と
そ
の
妻
子
か
ら
成
　
　
と
っ
て
た
や
す
く
は
そ
の
機
威
を
ゆ
す
ら
な
か
っ
た
し
、
自
己
の
纏
利
を
堂
々

　
　
る
。
…
…
大
家
族
は
爾
親
・
そ
の
未
婚
の
子
供
、
そ
の
既
婚
の
息
子
た
ち
と
、
　
　
と
主
張
す
る
勇
氣
を
も
つ
子
供
は
め
っ
た
に
は
な
い
の
だ
。
こ
と
に
農
村
で
は

　
　
息
子
た
ち
の
妻
子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
い
男
女
が
自
分
で
配
偶
者
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
絶
甥
に
不
可
能
で
あ
る
。
」

　
　
　
果
し
て
斯
の
如
き
基
準
で
、
中
國
の
家
族
を
三
少
の
型
に
分
類
し
て
、
中
國
　
「
弟
に
職
を
與
え
な
け
れ
雌
親
戚
た
ち
が
う
る
さ
い
の
で
。
」
「
理
論
的
に
は
、

　
　
の
家
族
の
問
題
が
、
精
確
に
掴
み
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
量
的
な
分
類
も
一
　
、
そ
の
仕
事
に
も
っ
と
も
適
し
た
志
望
者
を
探
用
す
べ
き
だ
。
だ
が
、
自
分
は
利

　
　
つ
の
便
法
で
は
あ
ろ
う
。
又
、
こ
、
に
は
「
昔
の
中
國
批
會
で
は
、
何
よ
り
ま
　
　
己
的
な
人
聞
だ
か
ら
自
分
の
兄
弟
を
選
ぶ
。
」
「
そ
れ
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
、
だ

　
　
ず
肚
會
・
経
濟
的
要
因
が
家
族
型
を
規
整
す
る
力
で
あ
っ
た
。
」
と
肚
會
的
経
　
　
が
、
自
分
の
家
族
感
情
は
そ
う
せ
す
に
は
い
ら
れ
な
い
。
」
と
言
っ
た
ラ
ン
グ

　
　
濟
的
要
因
を
考
え
て
は
い
る
様
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
又
出
生
・
死
亡
・
ご
　
の
意
見
や
、
ラ
ン
グ
の
質
問
に
答
え
た
言
葉
の
申
に
、
現
在
の
日
本
の
欣
態
と

　
　
婚
姻
、
特
に
後
者
に
よ
っ
て
攣
化
し
易
い
家
族
の
成
員
に
、
固
執
す
る
の
は
う
　
　
考
え
あ
わ
し
て
、
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
な
す
け
な
い
。
小
家
族
な
る
が
故
に
近
代
的
家
族
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
　
　
最
後
に
、
勿
論
こ
の
書
は
所
謂
最
近
流
行
の
見
聞
記
と
か
い
っ
た
種
類
の
も

　
　
ラ
ン
グ
自
身
が
言
っ
て
い
る
如
く
、
「
理
想
を
大
家
族
に
持
ち
な
が
ら
貧
困
の
　
　
の
で
は
な
く
、
立
派
な
專
門
書
で
あ
る
。
最
初
に
述
べ
た
著
者
の
三
つ
の
目
的
　
　
｝

　
　
故
に
大
家
族
を
構
成
し
な
か
っ
た
」
か
ら
と
い
り
て
、
そ
の
小
家
族
が
近
代
的
　
　
は
、
夫
ζ
成
功
を
納
め
、
而
し
て
若
輩
の
筆
者
の
見
逃
し
て
い
る
多
く
の
秀
れ
　
珊

　
　
家
族
と
同
質
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
馳
、
大
い
に
疑
問
を
感
　
　
た
成
果
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
筆
者
は
、
こ
の
書
を
そ
う
い
っ
た
，
【

　
　
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
家
族
間
の
種
々
の
關
係
等
を
も
考
察
し
て
分
類
さ
　
　
專
門
的
な
鶴
馳
と
は
別
に
、
民
主
化
の
道
を
、
．
や
義
も
す
れ
ば
後
へ
引
き
戻
さ

　
　
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
な
お
第
一
部
に
は
資
料
の
選
び
方
、
扱
い
　
　
れ
よ
う
と
し
な
が
ら
、
歩
み
績
け
て
い
る
現
實
の
立
場
か
ら
、
見
て
も
よ
い
よ

　
　
方
、
そ
の
他
に
若
干
の
疑
問
や
不
瀾
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
こ
Σ
で
は
割
　
　
う
に
思
っ
て
拙
文
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
狩
野
　
直
顧
）

　
　
愛
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
二
部
は
「
現
代
の
中
國
の
家
族
」
と
題
さ
れ
、
こ

　
　
こ
そ
こ
の
書
の
本
論
に
當
り
、
こ
」
で
ラ
ソ
グ
は
、
そ
の
豊
富
な
材
料
を
驕
使

、
る
・
而
し
て
こ
の
中
叢
も
私
の
興
味
を
膏
た
の
は
・
嬉

筍
　
ム
で
あ
る
。
こ
の
爾
者
こ
そ
特
に
人
々
に
門
家
」
と
い
う
意
識
を
再
認
識
さ
せ
、




