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家
族
や
親
類
が
揃
っ

て
、
大
人
も
子
ど
も
も

一
緒
に
な
っ
て
遊
ぶ
こ

と
っ
て
、
い
ま
は
ど
の
く

ら
い
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。む

か
し
は
お
正
月
に

み
ん
な
が
集
ま
る
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
遊
び

を
し
ま
し
た
。

福
笑
い
や
羽

子
板
、
そ
し
て

双
六
な
ど
な
ど
。

そ
れ
が
人
生

ゲ
ー
ム
の
よ
う

な
盤
（
ボ
ー
ド
）

ゲ
ー
ム
に
な
り
、

そ
し
て
今
度
は

テ
レ
ビ
・
ゲ
ー

ム
な
ど
の
家
庭

用
ゲ
ー
ム
機
に

な
り
、
み
ん
な

で
一
緒
に
遊
ぶ
な
ん
て
こ
と

は
な
く
な
り
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
残
念
で
す
。

お
正
月
定
番
ゲ
ー
ム
の
中

で
も
「
双す
ご

六ろ
く

」
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
が
あ
り
、
人
気
で

す
。サ

イ
コ
ロ
の
目
だ
け
が
頼

り
の
、
ま
っ
た
く
頭
を
使
わ

な
く
て
も
い
い
ゲ
ー
ム
な
の

で
、
双
六
は
大
人
と
子
ど
も

の
境
を
な
く
し
ま
す
。
小
さ

な
子
ど
も
が
早
く
上
が
り
、

大
人
が「
振
り
出
し
に
戻
る
」

と
か
「
一
回
休
み
」
な
ど
を

繰
り
返
し
、
い
つ
ま
で
も
上

が
れ
ず
に
、
子
ど
も
に
笑
わ

れ
る
な
ん
て
い
う
の
も
双
六

の
面
白
さ
で
す
。

白
河
天
皇
も
「
賀
茂
川
と

双
六
の
目
と
比
叡
山
の
僧
兵

は
自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も

で
き
な
い
（
賀
茂
川
の
水
、

双
六
の
賽
、
山
法
師
。
こ
れ

ぞ
わ
が
心
に
か
な
わ
ぬ
も

の
）」
と
言
っ
た
ほ
ど
で
す
。

し
か
し
、
古
典
に
登
場
す

る
双
六
は
、
サ
イ
コ
ロ
の
目

だ
け
で
な
く
、
戦
略
も
大
切

に
な
る
、
か
な
り
賭
博
性
の

強
い
ゲ
ー
ム
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
面
白
さ
に
ハ
マ
る
と
、

全
財
産
を
失
っ
て
し
ま
う
お

そ
れ
も
あ
り
、
何
度
も
禁
止

令
が
出
ま
し
た
。

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も

双
六
が
出
て
来
ま
す
の
で
、

今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
『
光
る

君
へ
』
の
中
に
も
登
場
す
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
の
で
、
注

意
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
浄
土
双
六

ち
な
み
に
『
源
氏
物
語
』

の
双
六
も
あ
り
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
の
帖
名
と

絵
が
書
か
れ
た
双
六
で
、
振

り
出
し
は
「
紫
式
部
」
で
す
。

こ
こ
で
サ
イ
コ
ロ
を
振
り
、

た
と
え
ば
「
一
」
が
出
る
と
、

「
紅
梅
」
帖
に
飛
び
ま
す
。

「
紅
梅
」
に
は
二
、
三
、
四
、

五
の
数
字
し
か
書
か
れ
て
あ

り
ま
せ
ん
。「
一
」
と
「
六
」

が
出
た
場
合
は
一
回
休
み
に

な
り
ま
す
。

上
が
り
は「
光
源
氏
」で
す
。

ふ
つ
う
の
双
六
は
、
サ
イ

コ
ロ
の
数
字
に
従
っ
て
順
番

に
進
ん
で
行
き
ま
す
が
、
こ

の
双
六
の
よ
う
に
、
出
た
数

字
に
よ
っ
て
ど
こ
に
飛
ぶ
か

が
決
ま
る
双
六
の
こ
と
を

「
飛
び
双
六
」
と
い
い
ま
す
。

こ
の
「
飛
び
双
六
」
の
中

に
は
、
阿
弥
陀
寺
の
ご
門
徒

の
方
に
は
ぜ
ひ
遊
ん
で
い
た

だ
き
た
い
双
六
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
名
も
ず
ば
り
！
「
浄

土
双
六
」
で
す
。

室
町
時
代
に
で
き
た
も
の

で
、
江
戸
時
代
に
と
て
も
流

行
り
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り

ま
す
が
、
私
が
持
っ
て
い
る

も
の
の
ひ
と
つ
は
、
振
り
出

し
が
「
人
生
（
に
ん
し
ょ

う
）」、
す
な
わ
ち
人
間
で
す
。

こ
こ
で「
南
」「
無
」「
阿
」「
弥
」

「
陀
」「
仏
」
と
六
面
に
書
か

れ
た
サ
イ
コ
ロ
を
振
り
ま
す

（
サ
イ
コ
ロ
の
文
字
は
、
違

う
も
の
も
あ
り
ま
す
）。

「
南
」
が
出
た
ら
一
回
休

み
で
す
が
、「
無
」
が
出
た

ら
八
熱
地
獄
に
堕
ち
ま
す
。

ま
た
、「
陀
」
が
出
る
と

内
院
に
行
く
こ
と
が
で
き
、

次
が
上
が
り
で
す
。
も
し
、

「
仏
」
が
出
た
ら
一
挙
に
阿

弥
陀
様
に
飛
ん
で
上
が
り
に

な
り
ま
す
。

こ
の
双
六
を
す
る
と
き
に

は
浄
土
曼
荼
羅
を
掛
け
る
の

が
本
式
で
す
。

地獄は一
いち

定
じょう

すみかぞかし
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浄
土
曼
荼
羅
と
は
、
阿
弥

陀
如
来
が
住
む
西
方
極
楽
浄

土
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
、

こ
れ
を
掛
け
、
そ
の
隣
で
浄

土
双
六
を
し
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
た
と
え
ば
「
八

熱
地
獄
」
に
堕
ち
た
ら
、
そ

こ
が
ど
ん
な
地
獄
で
あ
る
か

を
お
寺
の
方
が
説
明
し
て
く

れ
た
と
か
。

三
月
の
阿
弥
陀
寺
さ
ん
で

の
寺
子
屋
、「
精
神
科
医
と

読
む
経
典
」
で
は
皆
さ
ま
と

こ
の
浄
土
双
六
で
遊
ん
で
み

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▼
地
獄
は
一
定

浄
土
双
六
と
い
っ
て
も
双

六
で
す
か
ら
、
内
院（
極
楽
）

に
行
く
か
、
地
獄
に
行
く
か

は
サ
イ
コ
ロ
の
目
に
よ
っ
て

決
ま
り
ま
す
。
す
ぐ
に
往
生

す
る
方
も
い
れ
ば
、
い
つ
ま

で
も
地
獄
巡
り
を
繰
り
返
す

方
も
い
ま
す
。

実
は
こ
の
双
六
、
ト
ラ
ン

プ
の
大
貧
民
ゲ
ー
ム
の
よ
う

に
一
度
地
獄
に
堕
ち
る
と
な

か
な
か
抜
け
出
せ
な
い
の
で

す
。地

獄
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て

い
る
と
、
親
鸞
聖
人
の
「
地

獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」

と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
ま

す
。親

鸞
聖
人
は
お
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

「
私
は
法
然
さ
ん
の
教
え

を
信
じ
て
念
仏
を
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
念
仏
を
す
れ
ば

極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
の

か
、
あ
る
い
は
地
獄
に
堕
ち

る
の
か
は
正
直
、
ま
っ
た
く

わ
か
ら
な
い
。

で
も
、
法
然
さ
ん
に
だ
ま

さ
れ
て
地
獄
に
堕
ち
て
も
後

悔
な
ん
て
し
な
い
よ
。

だ
っ
て
そ
う
で
し
ょ
。

も
し
、
私
が
自
力
で
修
行

し
て
成
仏
で
き
る
よ
う
な
人

間
だ
っ
た
ら
、
そ
り
ゃ
あ
後

悔
も
す
る
け
ど
、
ど
ん
な
に

努
力
を
し
た
っ
て
、
も
と
も

と
成
仏
な
ん
て
で
き
る
は
ず

の
な
い
我
が
身
。

地
獄
こ
そ
が
我
が
住
み
家

（
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か

し
）
だ
よ
」

原
文
も
挙
げ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

念
仏
は
、
ま
こ
と
に
、
浄

土
に
む
ま
る
る
た
ね
に
て
や

は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
、
地
獄

に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん

べ
る
ら
ん
。
惣
じ
て
も
つ
て

存
知
せ
ざ
る
な
り
。

た
と
ひ
、
法
然
聖
人
に
す

か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
仏

し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、

さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ

ふ
ら
う
。　
　

そ
の
ゆ
へ
は
、
自
余
の
行

も
は
げ
み
て
、
仏
に
な
る
べ

か
り
け
る
身
が
、
念
仏
を
ま

ふ
し
て
地
獄
に
も
お
ち
て
さ

ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
す
か
さ
れ

た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔

も
さ
ふ
ら
は
め
、
い
づ
れ
の

行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ

ば
、
と
て
も
、
地
獄
は
一
定

す
み
か
ぞ
か
し
。

私
た
ち
は
、
心
の
ど
こ
か

で
「
自
分
は
地
獄
に
堕
ち
る

ほ
ど
の
罪
は
犯
し
て
い
な

い
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
成
仏
で
き
る
と
は
思
っ

て
い
な
い
け
ど
、
畜
生
道
に

堕
ち
て
、
来
世
は
猫
ち
ゃ
ん

と
し
て
生
き
る
の
な
ん
か
も

い
い
か
も
」
な
ん
て
思
っ
て

い
る
。

し
か
し
、
浄
土
双
六
を
し

な
が
ら
地
獄
に
堕
ち
、
そ
し

て
ど
の
よ
う
な
罪
を
し
た
人

が
こ
こ
に
堕
ち
た
か
を
お
寺

の
お
坊
さ
ん
た
ち
に
教
え
て

も
ら
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を

繰
り
返
し
て
い
る
と
、
自
分

が
い
か
に
罪
深
い
か
に
気
づ

き
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
「
悪あ

く

性
し
ょ
う

さ

ら
に
や
め
が
た
し
。
こ
こ

ろ
は
蛇じ

ゃ

蝎か
つ

の
ご
と
く
な
り
。

修し
ゅ

善ぜ
ん

も
雑ぞ
う

毒ど
く

な
る
ゆ
え
に

虚こ

仮け

の

行
ぎ
ょ
う

と
ぞ
な
づ
け
た

る
」
が
身
に
沁
み
ま
す
。

蛇
や
サ
ソ
リ
の
よ
う
な
私

の
心
。
や
め
よ
う
、
や
め
よ

う
と
思
っ
て
も
悪
性
を
や
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
善
い
こ
と
や
成
仏

の
た
め
の
修
行
を
し
て
も
、

そ
の
心
の
奥
に
は
わ
が
ま
ま

や
煩
悩
が
渦
巻
い
て
い
ま
す
。

神
仏
に
手
を
合
わ
せ
て
い
て

も
、
お
願
い
し
て
い
る
の
は

自
分
の
こ
と
や
家
族
や
仲
の

い
い
人
の
こ
と
。

そ
ん
な
も
の
は
本
当
の
信

心
で
も
な
い
し
、
修
行
で
も

な
い
。

そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
「
虚

仮
の
行
」、
い
つ
わ
り
の
修

行
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

だ
か
ら
、「
地
獄
は
一
定

す
み
か
ぞ
か
し
」
な
の
で
す
。

そ
し
て
、だ
か
ら
こ
そ「
こ

う
な
っ
た
ら
念
仏
で
も
し
て

み
る
か
」
に
な
る
し
、「
念

仏
す
る
し
か
な
い
よ
ね
」
と

も
な
る
の
で
す
。

「
本
当
は
あ
れ
も
こ
れ
も

し
た
い
け
ど
、
な
か
な
か
で

き
な
い
」
と
い
う
人
が
い
ま

す
。
そ
う
い
う
人
は
だ
い
た

い
「
こ
の
問
題
が
解
決
す
れ

ば
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
ん

だ
け
ど
」
と
い
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
問
題
が
解
決
す

る
と
、
今
度
は
「
あ
の
問
題

が
解
決
す
れ
ば
」
と
な
り
ま

す
。目

の
前
に
あ
る
信
号
が
全

部
、
青
に
な
ら
な
け
れ
ば
道

を
渡
ら
な
い
よ
う
な
人
で
す
。

「
念
仏
を
す
れ
ば
、
絶
対

に
極
楽
に
往
生
で
き
る
」
と

い
う
確
信
が
な
け
れ
ば
念
仏

な
ん
て
し
な
い
、
と
い
う
人

も
同
じ
で
す
。
念
仏
し
て
も

往
生
で
き
る
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
と
親
鸞
聖
人
も

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
な
ら
ま
ず
は
一
歩
を

踏
み
出
す
。

お
念
仏
だ
け
で
な
く
、
人

生
で
も
ね
。

『
論
語
』
は
不
安
の
処
方
箋

著
者
：
安
田
登

解
説
：
内
田
樹

　
　
　
　

祥
伝
社
黄
金
文
庫

以
前
に
出
て
い
た
「
身
体

感
覚
で
『
論
語
』
を
読
み
直

す
。」
の
再
文
庫
化
で
す
。

二
五
〇
〇
年
以
上
も
前
に

生
き
た
孔
子
ら
の
言
行
録

『
論
語
』。

孔
子
の
時
代
の
文
字
を
見

て
い
く
と
、
こ
の
時
代
は

「
心
」
と
い
う
概
念
が
で
き

て
間
も
な
く
の
時
代
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
こ

か
ら
、
本
書
で
は
「
心
」
の

誕
生
と
「
命
」
に
挑
む
人
間

の
姿
を
考
え
て
ゆ
き
ま
す
。　
　
　

孔
子
は
「
四
十
に
し
て
惑

わ
ず
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。

『
論
語
』
は
い
つ
読
ん
で

も
気
持
ち
が
い
い
！




