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家
族
と
近
代

橋
爪
大
三
郎

代
家
族

家
族
を
ど
こ
ヰ
で
ら

は
み
出
し

Lφ
く

WAERAMook家族学のみかた』

ふ
つ
う
に
こ
の
社
会
に
生
活
し
て
い

る
大
多
数
の
人
間
に
と
っ
て
、
家
族

(

『

EM--可
)
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
あ
ま

り
に
も
自
明
で
あ
ろ
う
。
父
が
い
て
母

が
い
て
、
子
供
が
い
て
、
共
に
暮
ら
す

血
の
つ
な
が
っ
た
何
人
か
が
家
族
を
営

む
。
な
に
か
文
句
が
あ
る
か
、
と
い
う

わ
け
だ
。

け
れ
ど
も
、
最
近
の
い
く
つ
か
の
学

問
|
|
塵
史
学
、
人
類
学
、
社
会
学
な

r
Tー
ー
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
語
っ

て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
、
子
供
が
大
人

と
違
っ
た
存
在
と
し
て
、
愛
情
を
こ
め

て
育
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

古
い
こ
と
で
は
な
い
。
台
所
で
調
理
し

た
て
の
温
か
い
料
理
を
家
族
が
囲
む
よ

う
に
な
っ
た
の
も
、
ご
く
最
近
で
あ
る
。

専
業
主
婦
は
産
業
化
の
ス
タ
ー
ト
と
と

も
に
生
ま
れ
、
産
業
化
の
成
熟
と
と
も

に
消
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
な
ど
な

ど
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て

い
る
家
族
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
数
百
年

の
聞
に
生
ま
れ
た
「
近
代
家
族
」
に
す

ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

人
類
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
家

族
の
あ
り
方
を
片
っ
端
か
ら
調
査
し
た

結
果
、
ど
こ
に
も
例
外
な
し
に
、

-血
の

つ
な
が
っ
た
人
び
と
の
生
活
す
る
最
小

単
位
ー

1核
家
族
(
ロ
E
F
R
P
B宕
)

ー
ー
が
存
在
す
る
と
主
張
し
た
。
な
る

ほ
ど
、
近
代
家
族
も
、
人
数
や
家
族
構

成
か
ら
み
る
限
り
、
核
家
族
な
の
は
確

か
だ
。
そ
し
て
社
会
学
は
、
産
業
化
の

進
展
に
つ
れ
て
、
伝
統
的
な
拡
大
家
族

(巾三

g門

-
a
P
S
F
-も
が
核
家
族
に
変
化

し
て
い
く
、
と
主
張
し
た
。
近
代
家
族

は
、
同
じ
核
家
族
で
も
、
産
業
社
会
に

適
応
し
た
ご
く
特
殊
な
家
族
の
あ
り
方

な
の
で
あ
る
。

核
家
族
と
『
近
代
家
族
」

た
し
か
に
、
近
代
化
(
自
主
巾
『

E
S
gロ)

が
進
む
に
つ
れ
て
世
界
中
で
起
こ
っ
た

の
は
、
家
族
の
核
家
族
化
と
、
機
能
の

単
純
化
だ
っ
た
。
伝
統
社
会
で
し
ば
し

ば
み
ら
れ
る
、
核
家
族
よ
り
も
サ
イ
ズ

の
大
き
な
家
族
形
態
(
日
本
の
場
合
は
、

イ
エ
)
は
解
体
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
家
族
の
役
割
と
言
え
ば
、
子
供
を

養
育
し
、
消
費
生
活
の
最
小
単
住
で
あ

る
こ
と
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

産
業
佑
以
前
の
社
会
は
、
農
業
社
会

で
あ
る
。
大
部
分
の
人
び
と
は
、
家
族

単
佐
で
農
地
の
う
え
に
点
々
と
は
り
っ

き
、
耕
作
に
従
事
し
て
い
た
。
当
然
、

人
び
と
の
移
動
は
少
な
い
し
、
家
族
構

成
は
む
し
ろ
大
人
数
で
あ
る
と
都
合
が

よ
い
。
こ
う
し
た
基
礎
の
う
え
に
、
あ

る
社
会
は
親
族
組
織
を
発
展
さ
せ
、
ま

た
あ
る
社
会
は
封
建
制
を
、
あ
る
社
会

は
官
僚
制
を
発
展
さ
せ
た
。

近
代
化
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
産
業

化

(
H
工
業
化

F
E
E豆
島

S
E乙
で

あ
り
、
資
本
主
義
経
済
が
ど
ん

E
ん
広

ま
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
農
業
は
片

隅
に
追
い
や
ら
れ
、
大
部
分
の
人
び
と

は
工
業
や
、
第
三
次
産
業
(
サ
l
グ
ィ

ス
業
)
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
。
工

業
は
農
業
と
違
っ
て
陽
当
た
り
な

E
関

係
な
い
か
ら
、
適
当
な
場
所
に
い
く
ら

で
も
密
集
す
る
こ
と
が
で
き
、
近
代
都

子
供
が
愛
情
を
こ
め
て

育
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、

台
所
で
調
理
し
た
て
の
温
か
い
料
理
を

家
族
が
囲
む
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、

ご
〈
最
近
で
あ
る
。
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著
書
に
「
一
言
語
ゲ
l
ム
と
社
会
理
論
』

吋
仏
教
の
言
説
戦
略
』
(
共
に
勤
著
書
房
)

円
は
じ
め
て
の
徳
造
主
義
」
(
講
談
社
現
代
新
書
)

『
性
愛
誘
』
(
岩
波
書
底
)
な
ど
。

市
が
で
き
あ
が
る
。
人
び
と
は
田
舎
か

ら
都
会
に
出
て
来
て
住
み
つ
い
て
は
、

仕
事
の
関
係
で
し
ょ
っ
ち
?
フ
移
動
す

る
。
産
業
社
会
は
労
働
力
に
高
度
な
移

動
性
を
要
求
す
る
か
ら
、
家
族
が
核
家

族
で
あ
る
と
都
合
が
い
い
。
も
う
ひ
と

つ
重
要
な
点
は
、
産
業
社
会
は
生
産
力

が
高
い
と
い
う
こ
と
。
た
い
が
い
の
物

資
は
工
場
で
生
産
さ
れ
、
市
場
を
通
じ

て
商
品
と
し
て
販
売
さ
れ
る
。
家
族
は

そ
れ
を
購
入
す
る
。
そ
の
た
め
の
現
金

は
、
工
場
な
ど
で
賃
労
働
し
て
稼
い
で

く
る
。
家
族
は
、
も
の
を
生
産
す
る
機

能
を
失
っ
て
、
消
費
し
か
で
き
な
い
存

在
に
な
っ
た
。

産
業
革
命
の
あ
と
、
こ
の
よ
う
な
変

化
が
世
界
中
で
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
、

夫
婦
と
子
供
か
ら
な
る
核
家
族
，
』
そ
、

近
代
的
で
新
し
い
家
族
だ
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
拡
が
っ
た
。
実
際
に
は
、
核
家

族
は
大
昔
か
ら
あ
っ
た
。
核
家
族
と
い

う
形
態
そ
の
も
の
が
、
特
に
近
代
的
な

わ
け
で
も
何
で
も
な
い
。
そ
こ
で
最
近

で
は
正
確
を
期
し
て
、
近
代
に
特
有
な
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家
族
の
こ
と
を
、
近
代
家
族
と
い
う
。

自
由
意
思
の
ロ
ジ
ッ
ク

と
こ
ろ
で
、
近
代
は
産
業
革
命
と
資

本
主
義
経
済
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ

は
近
代
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
近
代

そ
の
も
の
は
、
も
っ
と
大
き
な
出
来
事
。

近
代
的
な
価
値
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

運
動
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

近
代
の
掲
げ
る
価
値
の
な
か
で
、
も

っ
と
も
大
事
な
も
の
は
、
自
由
で
あ
ろ

弓
ノ
。

自
由
。
個
人
が
、
自
分
以
外
の
な
に

も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
権
利
。
近
代

は
、
あ
く
ま
で
も
自
由
を
追
求
し
、
確

立
す
る
た
め
の
闘
い
だ
っ
た
。
近
代
の

制
度
(
社
会
の
仕
組
み
)
は
、
人
び
と

の
自
由
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

注
意
深
く
作
ら
れ
て
い
る
。

人
聞
は
自
由
で
あ
る
。
自
由
と
は
、

自
分
以
外
の
誰
か
に
拘
束
さ
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な
個
人
と

親
か
ら
み
れ
ば
、
家
族
は
夫
と
妻
が
互

い
を
選
択
し
あ
っ
た
結
果
、
成
立
し
た

も
の
だ
。
そ

L
て
人
聞
は
誰
し
も
、
定

位
家
族
に
生
ま
れ
、
や
が
て
巣
立
っ
て
、

大
多
数
の
人
び
と
が
新
し
〈
生
殖
家
族

を
形
成
す
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
そ
の

う
ち
の
後
者
、
す
な
わ
ち
生
殖
家
族
(
両

性
の
選
択
H
合
意
に
も
と
づ
く
家
族
)

こ
そ
が
、
人
間
に
と
っ
て
家
族
本
来
の

あ
り
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
家
族

の
よ
う
な
基
本
的
な
集
団
が
人
間
個
人

の
選
択
か
ら
無
縁
な
ま
ま
で
は
、
近
代

が
不
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
だ
。選

択
を
中
心
に
家
族
を
解
釈
す
る
結

果
、
夫
と
妻
が
自
由
意
思
に
よ
り
選
択

し
あ
っ
て
家
族
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う

観
念
、
す
な
わ
ち
、
，
愛
a
が
強
調
さ
れ

る
。
愛
こ
そ
は
、
経
済
的
利
害
や
政
治

的
権
力
か
ら
独
立
な
、
当
事
者
の
選
択

を
正
当
化
す
る
究
極
の
も
の
な
の
だ
。

愛
が
あ
る
か
ら
、
結
婚
が
あ
り
、
家
族

が
営
ま
れ
る
。
夫
婦
の
あ
い
だ
に
生
ま

れ
た
子
供
は
、
愛
の
結
晶
で
あ
り
、
愛

U
H-
-
、
d
a
m
q
d岨帽帽、
4

・・・、

d
E
E
-
-

家
族
と
近
代

自
由
な
個
人
の
あ
い
だ
に
は
、
さ
し
あ

た
り
何
の
関
係
も
な
い
。
そ
こ
で
、
自

由
な
人
間
同
士
が
グ
契
約
。
を
結
ぶ
。

自
分
で
自
分
の
自
由
を
拘
束
す
る
。
そ

う
や
っ
て
は
じ
め
て
、
人
び
と
の
あ
い

だ
に
社
会
関
係
が
生
ま
れ
る
。
近
代
社

会
で
は
、
契
約
が
絶
対
で
あ
り
、
契
約

が
な
け
れ
ば
社
会
も
国
家
も
成
り
立
た

な
い
、
と
考
え
る
の
だ
。
こ
れ
が
「
社

会
契
約
説
」
や
「
憲
法
」
の
も
と
に
な

る
発
想
で
あ
る
。

近
代
社
会
で
は
、
人
び
と
の
自
由
意

思

(
H
選
択
)
の
結
果
で
あ
る
と
証
明

さ
れ
な
い
も
の
は
、
存
在
し
て
は
い
け

な
い
と
考
え
る
。
封
建
社
会
が
市
民
革

命
に
よ
っ
て
打
ち
倒
さ
れ
た
の
も
、
人

び
と
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
国
家
(
政
府
)
や
企
業
(
株
式
会

社
)
や
学
校
や
組
合
や
財
団
や
教
会
や

:
:
:
も
み
な
、
人
び
と
が
自
由
意
思
(
H

選
択
)
に
よ
っ
て
人
為
的
に
設
立
し
た

機
関
|
|
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
ー
ー
で

あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
実

情
を
も
っ
て
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
代
家
族
に
は
、
愛
の
観
念
が
不
可
欠

で
あ
る
。
(
ち
な
み
に
日
本
国
憲
法
の
、

「
結
婚
は
両
性
の
合
意
の
み
に

b
と
づ
く
」

と
い
う
条
文
は
、
合
意
H
選
択
H
契
約

の
観
念
に
よ
っ
て
イ
エ
制
度
を
打
倒
し

よ
う
と
す
る
、
戦
略
的
な
目
的
を
も
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
)

『
愛
』
の
シ
ス
テ
ム
と

し
て
の
家
族

家
族
を
、
愛
と
い
う
価
値
が
優
住
す

る
場
と
み
な
す
と
い
P

ユ
宥
眼
は
、
パ
ー

ソ
ン
ズ
の
流
れ
を
く
む

N
・
グ
!
?
ン

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

愛
は
、
近
代
家
族
を
支
え
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

愛
は
、
自
由
(
選
択
と
自
己
責
任
の

原
則
)
と
相
性
が
よ
い
。

近
代
の
根
本
原
理
で
あ
る
自
由
は
、

ま
ず
信
仰
(
良
心
)
の
自
由
を
求
め
る

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
宗
教
改
革
の
た

め
教
会
は
分
裂
し
、
国
家
の
介
入
を
招

際
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
運
営
さ

れ
る
。

し
か
し
人
聞
は
、
自
分
の
所
属
す
る

集
団
を
す
べ
て
、
選
択
で
き
る
も
の
だ

ろ
'
フ
か
。

た
と
え
ば
、
家
族
。
子
供
は
、
と
に

か
く
生
ま
れ
て
く
る
だ
け
で
、
親
を
選

べ
な
い
し
、
だ
い
い
ち
お
前
は
生
ま
れ

た
い
の
か
な

E
と
何
の
相
談
も
な
い
。

こ
の
意
味
で
、
家
族
は
自
然
に
出
来
上

が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ

ョ
ン
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。

家
族
は
自
然
な
存
在
|
|
日
本
人
は
、
e

こ
う
考
え
た
く
な
る
。

け
れ
ど
も
近
代
は
、
あ
く
ま
で
も
選

択
(
各
人
の
自
由
意
思
)
の
ロ
ジ
ッ
ク

で
も
っ
て
、
家
族
を
解
釈
し
よ
う
と
す

る
。
た
と
え
ば
、
社
会
学
者
の

T
・パ

l
ソ
ン
ズ
は
、
核
家
族
の
意
味
あ
い
を
、

定
住
家
族

(
p
g
q
o『

Oユ
gEFOロ)

と
生
殖
家
族
会
S
F
q
o
S『
on円

g巴
O
ロ)

と
に
区
別
し
た
。
子
供
か
ら
み
れ
ば
、

家
族
は
生
ま
れ
て
育
つ
場
。
い
っ
ぽ
う

い
て
血
み

E
ろ
の
争
い
が
繰
り
広
げ
ら

‘

れ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
信
仰
の

自
由
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、

新
大
陸
に
渡
っ
た
人
び
と
の
子
孫
が
作

っ
た
国
で
あ
る
。
信
仰
(
教
会
)
は
個

人
の
選
択
で
あ
り
、
国
家
は
そ
こ
に
干

渉
す
べ
き
で
は
な
い
。
近
代
の
大
原
則

の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
政
教
分
離
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
が
聖
母
マ
リ
ア
(
母
の

理
想
像
)
に
力
点
を
置
〈
の
に
ひ
き
か

え
、
新
教
は
聖
家
族
(
父
H
大
工
の
ヨ

セ
フ
、
母
H
処
女
マ
リ
ア
、
息
子
H
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
)
の
あ
る
が
ま
ま
を

家
族
の
原
型
と
考
え
る
。
三
人
は
血
の

つ
な
が
り
が
な
く
て
も
、
神
の
配
剤
に

よ
っ
て
、
理
想
的
な
家
族
を
営
ん
で
い

る
。
そ
う
、
家
族
と
は
役
割
な
の
で
あ

，。。
つ
ぎ
に
重
要
な
近
代
の
自
由
は
、
利

潤
を
追
求
す
る
自
由
。
そ
し
て
、
法
と

社
会
秩
序
を
創
出
す
る
自
由
。
正
し
い

こ
と
を
知
り
、
の
ベ
伝
え
る
自
由
、
で

あ
る
。利

潤
を
追
求
す
る
た
め
、
人
び
と
は

選
択
を
中
心
に

家
族
を
解
釈
す
る
結
果
、

夫
と
妻
が
自
由
意
思
に
よ
り
選
択
し
あ
っ
て

家
族
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
観
念
、

す
な
わ
ち
、
，
愛
d

が
強
調
さ
れ
る
。

~I 
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近代は、人は生まれながらにして平等であることを前提とする。

資
金
を
集
め
、
企
業
を
設
立
し
、
生
き

残
り
を
か
け
て
必
死
に
競
争
す
る
。
こ

の
市
場
経
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
、
国
家

も
伝
統
社
会
も
介
入
し
な
い
。
法
と
社

会
秩
序
を
創
出
す
る
た
め
、
人
び
と
は

立
法
議
会
に
代
表
を
送
り
、
税
を
負
担

し
、
法
が
厳
格
に
執
行
さ
れ
る
か
ど
う

か
監
視
す
る
。
こ
の
民
主
主
義
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
、
国
家
も
市
場
経
済
も
介
入

し
な
い
。
正
し
い
こ
と
を
知
り
、
の
べ

伝
え
る
た
め
、
人
び
と
は
科
学
を
研
究

し
、
事
実
を
取
材
し
、
そ
の
結
果
を
報

道
し
出
版
す
る
。
こ
の
言
論
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
、
国
家
も
ほ
か
の

E
ん
な
機
関

も
介
入
し
な
い
。
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

領
域
が
、
別
々
に
動
く
と
こ
ろ
か
ら
、

近
代
社
会
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
グ
!

?
ン
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
愛
/
貨

幣
/
権
力
/
真
理
は
、
互
い
に
独
立
な

メ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
。

こ
の
四
つ
の
領
域
に
共
通
す
る
の
は
、

個
々
人
が
自
分
の
責
任
で
意
思
決
定
を

行
な
う
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
選

択
で
あ
る
。
商
品
を
買
う
の
も
会
社
に
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投
資
す
る
の
も
、
自
由
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
は
責
任
が
伴
う
。
失
敗
す
れ
ば
倒

産
が
待
っ
て
い
る
。
政
治
的
な
選
択
(
た

と
え
ば
投
票
)
を
行
な
う
の
は
、
個
々

人
の
責
任
で
あ
る
。
不
適
当
な
選
択
を

す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
自
分
に
ふ
り
か

か
っ
て
く
る
。
正
し
い
と
自
分
が
信
じ

る
学
説
を
の
べ
た
り
報
道
を
行
な
っ
た

り
す
る
の
も
、
個
々
人
の
責
任
で
あ
る
。

真
理
を
め
ぐ
る
争
い
に
敗
れ
れ
ば
、
誰

に
も
か
え
り
み
ら
れ
な
く
な
る
。
同
じ

よ
う
に
、
愛
の
名
の
も
と
に
互
い
を
選

択
し
あ
い
、
家
族
を
こ
し
ら
え
る
の
も

個
々
人
の
責
任
で
あ
る
。
失
敗
す
れ
ば
、

離
婚
が
待
っ
て
い
る
。
愛
が
な
け
れ
ば
、

離
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
族
を

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
(
選
択
の
結
果
)

と
み
な
す
以
上
、
そ
れ
が
当
然
の
帰
結

で
あ
る
。

近
代
家
族
は
、
愛
を
動
機
と
す
る
、

個
々
人
の
役
割
の
束
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
同
性
愛
の
カ
ッ
プ
グ
が
こ
し
ら

え
る
家
族
(
父
が
二
人
、
ま
た
は
母
が

と
は
い
え
近
代
家
族
は
、
孤
立
し
た

小
集
団
で
あ
る
。
子
供
が
ほ
ん
と
う
に

自
分
を
社
会
の
対
等
な
一
員
だ
と
自
覚

で
き
る
た
め
に
は
、
家
族
の
外
に
出
て
、

社
会
化
(
集
団
的
な
規
律
訓
練
)
を
受

け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
学
校
で

あ
る
。
近
代
家
族
と
学
校
教
育
は
、
表

裏
一
体
の
も
の
な
の
だ
。

近
代
家
族
は
、
労
働
力
を
市
場
で
売

っ
て
、
家
計
を
支
え
る
。
親
か
ら
子
供

に
受
け
継
が
せ
る
、
家
業
や
資
産
と
い

っ
た
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
子
供
は
、

生
き
て
い
く
た
め
に
、
学
校
教
育
を
受

け
技
術
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
産
業
化
が
進
む
と
、
単
純
労
働
よ

り
も
、
ま
す
ま
す
質
の
高
い
労
働
力
が

必
要
に
な
っ
て
ゆ
〈
。
そ
こ
で
近
代
家

族
は
、
子
供
に
な
る
べ
く
高
い
学
校
教

育
を
受
げ
き
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
結

果
、
子
供
の
人
数
が
少
な
く
な
る
。
教

育
費
が
か
か
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
家
庭

で
子
供
を
厳
け
る
た
め
の
、
親
の
権
威

や
価
値
観
が
空
洞
化
し
て
い
く
。
学
校

家
族
と
近
代

二
人
)
や
結
婚
し
て
い
な
い
他
人
同
士

が
集
ま
っ
て
子
供
を
育
て
る
家
族
も
、

ノ
ー
マ
ル
な
家
族
と
同
様
に
扱
わ
れ
る

こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
両
者
に
、
違
い
は
な
い
か
ら
だ
。

45近
フ代
ド家
ク族
スの

近
代
家
族
は
、
近
代
社
会
の
メ
ン
バ

ー
を
、
再
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
う
ま
く
い
く
だ
ろ
う

カ
そ
の
最
大
の
逆
説
は
、
「
自
立
」
し
た

個
人
を
「
育
て
る
」
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

子
供
は
ま
っ
た
く
無
力
な
状
態
で
誕

生
し
、
親
に
依
存
し
な
が
ら
成
長
す
る
。

こ
ん
な
に
一
方
的
苧
刀
関
係
の
も
と
で
、

果
た
し
て
「
す
べ
て
の
人
聞
は
平
等
だ
」

と
信
じ
る
近
代
的
個
人
が
育
つ
の
か
。

こ
れ
が
中
国
の
伝
統
家
族
な
ら
、
問

題
は
少
な
い
。
儒
教
は
、
学
問
の
有
無
、

年
齢
、
性
別
に
よ
っ
て
人
聞
を
ラ
ン
ク

教
育
の
価
値
観
が
家
庭
に
入
り
込
み
、

親
が
学
校
と
独
立
の
価
値
観
を
持
て
な

〈
な
る
か
ら
で
あ
る
。

人
口
問
題
と
近
代
化

近
代
家
族
は
、

関
係
が
あ
る
。

先
進
国
で
は
、
子
供
の
数
が
減
り
、

少
子
化
が
進
ん
で
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、

第
三
世
界
は
人
口
爆
発
に
見
舞
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
何
を

意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

人
口
爆
発
は
、
近
代
化
と
無
関
係
で

な
い
。
先
進
国
も
か
つ
て
は
、
人
口
が

急
激
に
増
加
し
た
。
伝
統
社
会
は
医
療

や
保
健
衛
生
が
不
備
な
た
め
、
多
産
多

死
(
子
供
は
半
ダ
l
ス
、
で
も
大
人
に

な
る
の
は
数
人
)
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま

ず
、
医
療
が
普
及
す
る
結
果
、
多
産
少

死
に
移
行
し
、
最
後
に
少
産
少
死
に
お

ち
つ
く
。
西
欧
は
こ
の
間
、
数
百
年
を

要
し
、
日
本
は
百
年
を
要
し
た
。
多
産

人
口
問
題
率
援
な

づ
け
る
「
差
別
道
徳
」
で
で
き
て
い
る

か
ら
、
親
を
尊
敬
し
な
さ
い
と
頭
ご
な

し
に
援
け
る
と
、
か
え
っ
て
社
会
へ
の

適
応
が
容
易
に
な
る
。

近
代
家
族
の
場
合
は
、
子
供
を
二
重

に
み
る
こ
と
で
、
こ
の
逆
説
を
解
消
し

よ
う
と
す
る
。
実
態
か
ら
言
え
ば
、
親

と
子
供
は
対
等
で
な
い
。
親
は
子
供
を
、

一
方
的
に
支
配
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

あ
る
べ
き
姿
か
ら
言
え
ば
、
親
と
子
供

は
対
等
で
あ
る
。
そ
こ
で
子
供
の
実
態

と
無
関
係
に
、
人
格
の
尊
厳
と
か
人
権

と
か
い
う
一
種
の
仮
説
構
成
体
を
こ
し

ら
え
、
子
供
の
内
部
に
、
親
か
ら
も
不

可
侵
の
領
域
を
設
定
す
る
。
親
と
子
供

は
一
方
的
な
関
係
だ
と
し
て
も
、
そ
れ

は
役
割
に
す
ぎ
な
い
。
親
子
の
役
割
を

ひ
き
受
け
た
の
は
、
親
で
あ
り
子
で
あ

る
以
前
の
対
等
な
人
間
な
の
だ
、
と
思

い
込
む
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
親
の

横
暴
か
ら
子
供
を
守
る
法
律
を
つ
く
っ

て
、
家
族
を
社
会
の
監
視
の
も
と
に
お

多
死
↓
多
産
少
死
↓
少
産
少
死
と
移
行

す
る
あ
い
だ
に
、
人
口
が
急
増
す
る
。

日
本
で
は
、
幕
末
の
三
千
万
人
が
、
百

年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
に
四
倍
以
上
に
膨

れ
上
が
っ
た
。
第
三
世
界
で
起
こ
っ
て

い
る
の
は
、
か
つ
て
西
欧
世
界
や
日
本

で
起
こ
っ
た
の
と
同
じ
プ
ロ
セ
ス
な
の

だ。
人
口
爆
発
が
こ
の
ま
ま
止
ま
ら
な
け

れ
ば
、
地
球
環
境
は
破
滅
す
る
。
問
題

の
カ
ギ
は
、
い
つ
多
産
か
ら
少
産
へ
の

転
換
が
起
こ
る
か
で
あ
る
。

第
三
世
界
は
、
医
療
や
保
健
衛
生
な

ど
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
産
業
文
明
の
お
こ

ぼ
れ
に
あ
ず
か
る
け
れ
ど
も
、
資
本
や

技
術
が
不
足
し
て
い
て
、
ま
と
も
な
市

場
経
済
が
育
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
貧
し
い
。
家
族
の
あ
り
方
も
伝
統
的

な
ま
ま
で
あ
る
。
子
供
は
、
家
族
が
生

き
て
い
く
た
め
の
労
働
力
と
し
て
も
、

親
の
老
後
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
に

も
、
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
動
機
か

ら
、
人
び
と
は
子
供
を
産
む
。
子
供
の

近
代
家
族
は
、

近
代
社
会
の
メ
ン
バ
ー
を
、

再
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
最
大
の
逆
説
は
、
「
自
立
」
し
た
個
人
を

「
育
て
る
へ
と
い
う
点
に
あ
る
。

人
数
が
親
(
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の

家
族
)
に
任
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
し

て
親
た
ち
が
伝
統
社
会
の
価
値
観
に
従

っ
て
い
る
限
り
、
人
口
が
増
え
る
の
は

自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。

各
国
の
経
験
に
よ
る
と
、
家
族
は
、

①
所
得
、
②
教
育
、
が
一
定
水
準
以
上

に
高
ま
る
と
、
子
供
の
数
を
少
な
く
す

る
傾
向
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
近
代
家

族
と
し
て
ふ
る
ま
い
始
め
る
の
だ
。
そ

こ
で
、
人
口
爆
発
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け

る
に
は
、
第
三
世
界
の
国
々
の
経
済
発

展
を
促
し
、
教
育
を
普
及
す
れ
ば
よ
い

と
言
え
る
。
こ
れ
と
て
も
ひ
と
筋
縄
で

は
行
か
な
い
が
、
や
ん
わ
り
と

(
H
人

び
と
の
人
権
を
尊
重
し
な
が
ら
)
人
口

を
抑
え
る
に
は
、
こ
れ
し
か
な
い
。

『
近
代
」
は
家
族
に

何
を
し
た
か

こ
と
人
口
に
関
し
て
は
、
近
代
家
族

が
問
題
解
決
の
切
り
札
で
あ
る
、
と
い
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う
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
近
代
家
族
も
多
く
の
問
題
を
抱
え

て
い
る
。
近
代
が
個
人
の
自
立
と
選
択

を
強
調
す
る
こ
と
が
、
家
族
の
土
台
(
血

縁
の
観
念
)
を
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

人
び
と
の
寿
命
が
の
び
、
子
供
の
人

数
が
減
っ
た
結
果
、
子
育
て
の
期
間
は

結
婚
生
活
の
ご
く
一
部
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
主
婦
た
ち
は
、
子
育
て
が
終
わ

る
の
を
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
、
フ
ル
タ

イ
ム
の
勤
め
に
出
る
。
不
倫
も
増
え
る
。

離
婚
も
増
え
る
。
ど
の
よ
う
-な
家
族
が

営
ま
れ
る
か
は
、
ま
す
ま
す
人
び
と
の

選
択
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個

人
の
選
択
の
度
合
い
が
強
ま
れ
ば
、
{ゑ
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家
族
と
近
代

族
は
そ
の
分
だ
け
不
安
定
に
な
る
。
近

代
家
族
は
い
よ
い
よ
、
個
々
人
が
選
択

す
る
人
生
を
危
う
げ
に
束
ね
た
だ
け
の

も
の
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
く
。

も
う
ひ
と
つ
、
家
族
を
脅
か
し
て
い

る
の
は
、
情
報
化
の
波
で
あ
る
。
テ
レ

ビ
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の

普
及
は
、
家
族
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
構
造
を
根
底
か
ら
変
質
さ
せ
た
。

家
族
は
も
は
や
い
か
な
る
価
値
観
や
文

化
を
体
現
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ

た
。
家
族
は
、
子
供
を
接
け
る
基
盤
を

失
い
つ
つ
あ
る
。
親
に
干
渉
さ
れ
す
ぎ

る
子
供
た
ち
も
、
親
に
放
任
さ
れ
す
ぎ

る
子
供
た
ち
も
、
無
規
範
・
無
連
帯
(
ア

ノ
ミ
l
)
に
陥
っ
て
い
〈
。
ナ
イ
フ
、

銃
、
ド
ラ
ッ
グ
、
売
春
、
:
:
:
家
族
の
-

外
側
、
情
報
社
会
の
谷
間
に
子
供
た
ち

は
ま
す
ま
す
の
め
り
込
ん
で
い
く
。

近
代
は
家
族
に
何
を
し
た
か
?
近

代
は
、
社
会
か
ら
個
人
を
析
出
さ
せ
た
。

家
族
は
、
近
代
に
適
応
し
、
個
人
の
集

ま
?
|
近
代
家
族
に
な
っ
た
。
け
れ

E
も
近
代
家
族
は
、
安
定
し
た
も
の
で

な
く
、
変
化
し
続
け
て
い
る
。
人
類
は

こ
れ
ま
で
、
家
族
の
な
か
で
産
ま
れ
、

家
族
と
と
も
に
生
活
し
て
き
た
。
そ
の

伝
統
が
、
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
近
代
家

族
は
唯
て
家
族
で
あ
り
な
が
ら
伝
統

的
な
家
族
の
あ
り
方
を

E
'』
ま
で
も
は

み
出
し
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
た
存
在

な
の
で
あ
る
。


