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1

新
教
育
基
本
法
に
よ
る
「
家
庭
教
育
支
援
」
の
定
義

　
本
稿

は
、
各
地
で
成
立
し
て
い
る
「
家
庭
教
育
支
援
条
例
」
の

構
造
と
運
用
を
分
析
し
、
近
年
行
政
主
導
で
進
め
ら
れ
る
「
家
庭

教
育
支
援
」
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
家
庭
教
育
支
援
条
例
」
は
本
年
3
月
時
点
で
、
8
県
5
市
で

　
　
　
　
　
　
（
1
）

制
定
さ
れ
て
い
る
。
家
庭
教
育
支
援
と
言
わ
れ
れ
ば
一
般
的
に
是

認
す
る
向
き
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
行
政
に
よ
る
家
庭
教
育
支
援
に
は
、
あ
る
特
定
の
意
味
が
付

与
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
を
条
例
の

構
造
と
運
用
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

　
行
政

に
よ
る
「
家
庭
教
育
支
援
」
を
考
え
る
時
、
ま
ず
、
そ
の

意
味
を
定
義
し
た
教
育
基
本
法
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
2
0
0
6
年
の
「
改
正
」
教
育
基
本
法
に
は
家

庭
教
育
条
項
（
第
1
0
条
）
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
教
育
に
お

け
る
保
護
者
の
「
第
一
義
的
責
任
」
を
明
示
し
、
生
活
習
慣
・
自

立
心
・
心
身
の
調
和
の
取
れ
た
発
達
を
家
庭
教
育
に
求
め
る
も
の

で

あ
っ
た
（
第
1
項
）
。
「
家
族
と
子
ど
も
を
矯
正
し
、
国
家
に
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

献
す

る
べ
く
仕
向
け
た
い
と
い
う
政
治
的
な
願
望
」
を
背
景
に
、

F愛
国
心
の
み
な
ら
ず
、
『
家
庭
教
育
』
が
非
常
に
重
要
な
柱
の
一
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（3
）

つ
」

と
す
る
保
守
運
動
に
と
っ
て
、
こ
れ
だ
け
は
「
納
得
で
き
る

　
　
　
　
（
4
）

結
果

に
な
っ
た
」
と
評
さ
れ
る
の
が
こ
の
条
文
で
あ
る
。
価
値
の

多
元
性
を
否
定
す
る
と
い
う
批
判
が
起
こ
っ
た
の
は
当
然
だ
っ
た
。

　
重
要

な
の
は
第
2
項
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
家
庭
教
育
支
援
」

を
学
習
機
会
や
情
報
の
提
供
等
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次

の

2
う
の
点
で
重
大
な
意
味
を
持
つ
。
一
つ
は
、
条
件
整
備
や
物

的
支
援
で
は
な
く
啓
発
型
の
そ
れ
が
家
庭
教
育
「
支
援
」
と
定
義

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
l
つ
は
、
国
と
自
治
体
が
そ

の

た
め
の
施
策
を
講
ず
る
努
力
義
務
を
負
う
と
い
う
形
で
家
庭
に

働
き
か
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
以
後
、
第
1
0
条
を
基
盤
と
し
て
、
啓
発
型
の
取
り
組
み
が
相
次

第
10

条
　
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、
子
の
教
育
に
つ
い
て
第

　
一
義
的
責
任
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
活
の
た
め
に
必

　
要
な
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
立
心
を
育
成

　
し
、
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の

　
と
す
る
。

2
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
家
庭
教
育
の
自
主
性
を
尊
重

　
し
つ
つ
、
保
護
者
に
対
す
る
学
習
の
機
会
及
び
情
報
の
提
供

　
そ
の
他
の
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講

　
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぐ
o
2
o
O
7
年
5
月
に
は
教
育
再
生
会
議
に
よ
る
「
親
学
」
緊

急
提
言
が
検
討
さ
れ
、
民
間
「
親
学
」
運
動
も
広
く
行
わ
れ
た
。

ま
た
各
地
の
自
治
体
で
家
庭
教
育
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
発

行
や

啓
発
活

動
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
2
o
1
2
年
4
月

に
は
「
『
親
学
』
推
進
議
連
」
が
設
立
さ
れ
、
「
家
庭
教
育
推
進
法

（仮
称
）
」
の
制
定
を
目
指
し
、
「
国
民
運
動
的
に
親
学
を
広
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
」
を
図
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

2

各
地
の
「
家
庭
教
育
支
援
条
例
」
の
構
造

　
ま
さ
に
こ
の
「
国
民
運
動
」
が
宣
さ
れ
た
時
期
、
大
阪
市
で

［
家
庭
教
育
支
援
条
例
」
案
が
出
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
記
憶

に
新
し
い
（
2
0
1
2
年
5
月
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
伝
統
的

子
育
て
に
よ
っ
て
発
達
障
害
は
予
防
で
き
る
」
等
の
非
科
学
的
で

特
異
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
内
外
の
批
判
を
受
け
、
成
立
は

断
念
さ
れ
た
。

　
し
か
し
同
年
1
2
月
、
同
名
の
条
例
が
熊
本
県
で
制
定
さ
れ
る
。

内
容
的
に
大
阪
市
の
条
例
案
ほ
ど
の
特
異
性
は
な
い
も
の
の
、
制

定
の
過
程
で
親
学
推
進
協
会
の
高
橋
史
朗
氏
が
学
識
者
と
し
て
意

見
を
聴
取
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
熊
本
県
で
の
制
定
後
、
各
地

に
波
及
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
国
民
運
動
」
と
し
て
の
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連
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。

　
で
は

各
地
の
家
庭
教
育
支
援
条
例
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
は
県
レ
ベ
ル
に
照
準
し
て
見
て
い
こ
う
。

　
特
徴
的
な
の
は
必
ず
前
文
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
文
は
、
い

わ
ば
「
立
法
事
実
」
を
中
心
に
条
例
制
定
の
前
提
を
語
る
も
の
で

（
6
）

あ
り
、
そ
の
論
理
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
ず
家
庭
教
育
が
「
す
べ

て

の

教
育
の
出
発
点
」
等
と
の
認
識
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、

当
該
自
治
体
で
は
家
庭
教
育
が
重
視
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
少
子

化
・
核
家
族
化
・
地
域
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
等
に
よ
っ
て
家
庭

教
育
力
が
失
わ
れ
、
様
々
な
問
題
が
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え

同
条
例
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
論
理
構
造
が
示
さ
れ
る
。
一
例
と

し
て
以
下
に
熊
本
県
家
庭
教
育
支
援
条
例
の
前
文
を
示
し
た
が
、

基
本

的
な
語
り
口
は
、
中
央
教
育
審
議
会
や
文
部
科
学
白
書
等
に

た
び
た
び
見
ら
れ
る
も
の
で
、
自
治
体
間
の
類
似
性
は
高
い
。

　
家
庭
は
、
教
育
の
原
点
で
あ
り
、
全
て
の
教
育
の
出
発
点
で

あ
る
。
基
本
的
な
生
活
習
慣
、
豊
か
な
情
操
、
他
人
に
対
す
る

思

い
や

り
や
善
悪
の
判
断
な
ど
の
基
本
的
な
倫
理
観
、
自
立
心

や
自
制
心
な
ど
は
、
愛
情
に
よ
る
絆
で
結
ば
れ
た
家
族
と
の
触

れ

合
い
を
通
じ
て
、
家
庭
で
育
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち

が
住

む
熊
本
で
は
、
子
ど
も
は
地
域
の
宝
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の

家
庭

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
地
域
社
会

そ

の

他
県
民
み
な
で
子
ど
も
の
育
ち
を
支
え
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
少
子
化
や
核
家
族
化
の
進
行
、
地
域
の
つ

な
が
り
の
希
薄
化
な
ど
、
社
会
が
変
化
し
て
い
る
中
、
過
保

護
、
過
干
渉
、
放
任
な
ど
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
が
指
摘
さ
れ

て

い

る
。
ま
た
、
育
児
の
不
安
や
児
童
虐
待
な
ど
が
問
題
と
な

る
と
と
も
に
、
い
じ
め
や
子
ど
も
た
ち
の
自
尊
心
の
低
さ
が
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
教
育
に
お
け
る
家
庭
の
果
た
す
役
割
と
責
任

に
つ
い
て
の
啓
発
な
ど
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
様
々

な
取
組
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
今
こ
そ
、
そ
の
取
組
を
更

に
進
め
て
い
v
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
（
以
下
略
）

　
条
例
の
目
的
（
第
1
条
）
と
し
て
は
、
家
庭
教
育
支
援
の
理
念

を
定
め
、
各
主
体
の
役
割
を
明
確
化
し
、
家
庭
教
育
支
援
施
策
を

総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
等
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
生
活
た
め
に

必

要
な
習
慣
の
確
立
並
び
に
子
ど
も
の
自
立
心
の
育
成
及
び
心
身

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
調
和
の

と
れ
た
発
達
に
資
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

　
続
い
て
「
基
本
理
念
」
が
語
ら
れ
る
。
共
通
し
て
家
庭
教
育
へ

の

支
援

は
、
保
護
者
が
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
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を
有
す
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
、
家
庭
教
育
の
自
主
性
を

尊
重
し
つ
つ
行
わ
れ
る
こ
と
が
当
該
条
項
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ

れ

も
教
基
法
の
家
庭
教
育
条
項
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上

で
、
各
関
係
者
の
責
任
を
明
示
し
、
コ
体
と
な
っ
て
」
家
庭
教

育
の
支
援
に
当
た
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
次

に
、
「
家
庭
教
育
と
は
」
「
子
ど
も
と
は
」
等
の
定
義
が
述
べ

ら
れ
る
。
中
で
も
岐
阜
県
は
、
家
庭
教
育
を
＝
基
本
的
な
生

活
習
慣
二
自
立
心
三
自
制
心
四
善
悪
の
判
断
五
挨
拶
及
び

礼
儀

六

思

い

や

り
七
命
の
大
切
さ
八
家
族
の
大
切
さ
九
社

会
の

ル

ー
ル
」
に
つ
い
て
F
教
え
、
又
は
育
む
こ
と
」
（
第
2
条
）

と
す
る
突
出
し
た
定
義
を
与
え
る
な
ど
、
家
庭
教
育
の
責
任
論
を

強
化
す
る
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
県
の
責
務
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
中
心
は
、
「
家
庭
教
育

支
援
施
策
」
を
策
定
し
、
各
関
係
者
と
連
携
し
な
が
ら
こ
れ
を
実

施
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
県
は
、
「
保
護

者
及
び
子

ど
も
の
障
害
の
有
無
、
保
護
者
の
経
済
状
況
そ
の
他
の

家
庭
の

状
況
の

多
様
性
に
配
慮
す
る
」
（
熊
本
県
・
第
4
条
）
と

書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
阪
市
で
の
蹉
鉄
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
る
と
読
め
よ
う
。

　

こ
れ
以
降
は
、
各
主
体
の
責
務
・
役
割
が
論
じ
ら
れ
る
。

　
焦
眉
は
保
護
者
の
責
務
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
茨
城
県
を
見
て

み

る
と
、
次
の
よ
う
な
保
護
者
の
「
責
任
及
び
役
割
」
が
規
定
さ

れ

る
。
第
一
義
的
責
任
を
自
覚
し
、
そ
れ
に
沿
っ
た
保
護
者
自
ら

の

「
成
長
」
や
、
「
学
校
と
の
連
携
及
び
協
調
」
ま
で
を
も
努
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

義
務
と
し
て
課
す
と
い
う
踏
み
込
ん
だ
内
容
で
あ
る
。

保
護
者
の
責
任
及
び
役
割

．

子

ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
こ
と
の

　
自
覚

・
子
ど
も
に
愛
情
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
、
幼
少
期
に
お
け
る

　
子

ど
も
と
の
安
定
し
た
愛
情
の
形
成
及
び
定
着

・
子
ど
も
の
個
性
の
尊
重
、
生
活
の
た
め
に
必
要
な
習
慣
の
確

　
立
、
自
立
心
の
育
成
及
び
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達

．
自
ら
の
成
長

．
幼
少
期
の
家
庭
教
育
の
充
実

．

学
校
等
と
の
連
携
及
び
協
調

　
学
校
・
事
業
者
・
地
域
住
民
の
役
割
へ
の
言
及
も
あ
る
。
健
全

育
成
に
そ
れ
ぞ
れ
が
努
め
る
と
と
も
に
、
行
政
が
行
う
家
庭
教
育

支
援
施
策
に
協
力
す
る
役
割
も
課
さ
れ
、
行
政
の
意
図
を
ト
ー
タ

ル

に
広
め
る
構
造
が
企
図
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で

は
、
ど
の
よ
う
な
施
策
が
行
わ
れ
る
の
か
o
そ
れ
が
「
親
と

し
て
の
学
び
」
「
親
に
な
る
た
め
の
学
び
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
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F保
護
者

が
、
子
供
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
大
切
に
す
べ
き
家
庭

教
育
に
関
す
る
知
識
、
子
育
て
の
知
識
そ
の
他
の
親
と
し
て
成
長

す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
」
（
徳
島
県
・
第
1
0
条
）

と
さ
れ
、
既
に
多
く
の
家
庭
教
育
学
級
な
ど
が
行
わ
れ
て
き
た
こ

と
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
「
子
ど
も
が
家
庭
の
役

割
、
子
育
て
の
意
義
そ
の
他
の
将
来
親
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
学

ぶ

こ
と
」
（
茨
城
県
・
第
1
3
条
）
と
い
う
こ
と
で
、
高
校
生
以
下

へ
の

教
育
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
事
業
を
実
施
す
る
人
材
育
成
を
行
う
と
と
も
に
、
相

談
体
制
の
充
実
、
広
報
啓
発
、
財
政
措
置
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

あ
る
。
ま
た
、
「
国
と
の
連
携
」
を
明
記
す
る
自
治
体
も
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
各
地
の
家
庭
教
育
条
例
は
総
じ
て
教
基
法
の

家
庭
教
育
条
項
を
前
提
に
、
「
自
主
性
の
尊
重
」
「
多
様
性
へ
の
配

慮
」
を
示
し
つ
つ
も
、
家
庭
教
育
の
責
任
論
を
語
り
、
教
基
法
の

理
念

を
各
地
で
実
現
す
る
べ
く
啓
発
の
網
の
目
を
密
に
し
て
い
く

構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

3

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

　
で

は
、
条
例
に
基
づ
く
施
策
の
具
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
↓
例
と
し
て
静
岡
県
を
取
り
上
げ
る
。
静
岡
県
の
特
徴

は
、
「
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
」
を
用
意
し
、
こ
れ
を
も
と
に
保
護
者
が

［
井
戸
端
会
議
」
を
行
う
こ
と
で
、
孤
立
し
が
ち
な
保
護
者
の
つ

な
が
り
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
自
ら
の
家
庭
教
育
の
内
省
を
促

す
点
に
あ
る
。
こ
の
井
戸
端
会
議
を
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
す
る
の
が

r家
庭
教
育
支
援
員
」
で
あ
る
。
井
戸
端
会
議
は
地
域
の
公
民
館

等
で
行

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
学
校
の
懇
談
会
に
、
家
庭
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

支
援
員
が
来
校
し
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
網
羅
的

に
保
護
者
が
参
加
す
る
状
況
が
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

で

は
、
い
か
な
る
井
戸
端
会
議
が
持
た
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ

を
考
え
る
時
、
県
教
委
が
提
供
し
て
い
る
井
戸
端
会
議
用
の
ワ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ク
シ
ー
ト
が
参
考
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
全
て

が
説
明
出
来
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
家
庭
教
育
支
援
員
の
実

践
や
保
護
者
の
受
け
止
め
を
見
な
い
限
り
、
そ
の
機
能
を
評
価
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
政
策
が
帯
び
て
い
る
一
定
の
性
向
を
確

認
す
る
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。
一
部
で
は
あ
る
が
、
看
過
で
き

な
い
も
の
を
紹
介
し
よ
う
。

　
一
例
と
し
て
「
早
寝
早
起
き
朝
ご
は
ん
」
（
3
～
6
才
児
の
親

対
象
の
ー
）
と
題
さ
れ
た
シ
ー
ト
が
あ
る
。
こ
の
冒
頭
に
は
、
た

び

た
び
学
校
で
頭
痛
が
す
る
と
い
う
子
ど
も
の
訴
え
を
き
っ
か
け

に
、
母
親
が
家
で
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
る
、
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
示
さ
れ
た
後
、
「
学
校
で
頭
が
痛
く
な
る
原
因
と
し
て

行政による「家庭教育支援」1論稿 ［94



ど
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
が
提
示
さ
れ
て

い

る
。
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
な
質
問
な
の
で
あ
る

が
、
そ
の
直
後
に
「
家
庭
で
、
子
ど
も
の
生
活
習
慣
が
乱
れ
て
い

る
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」
・
「
子
ど
も
の
生
活
リ
ズ
ム
を

整
え
る
た
め
に
家
庭
で
実
践
で
き
る
こ
と
は
な
ん
で
す
か
」
と
い

う
設
問
が
続
く
。
そ
し
て
、
シ
ー
ト
の
末
尾
に
は
朝
食
摂
取
率
、

睡

眠
時
間
の
調
査
結
果
グ
ラ
フ
が
示
さ
れ
る
。
頭
痛
の
頻
発
は
、

人

間
関
係
そ
の
他
の
心
因
性
の
要
因
も
含
め
幅
広
く
検
討
が
な
さ

れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
家
庭
で
の
生

活
習
慣
に
帰
す
「
家
庭
責
任
論
」
を
誘
導
す
る
記
述
で
あ
る
と
と

も
に
、
ひ
と
り
親
や
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
、
ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク
等
で
学

校
が
望

む
よ
う
な
生
活
習
慣
が
で
き
な
い
保
護
者
へ
の
配
慮
を
欠

い
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
家
庭
教
育
に
は
父
性
機
能
と
母
性
機
能
の
バ
ラ
ン
ス

が
大
切
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
添
え
ら
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

は
、
注
意
を
受
け
付
け
な
い
子
ど
も
の
こ
と
を
母
親
が
父
親
に
相

談
す
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
示
さ
れ
、
「
お
父
さ
ん
の
出
番
？
」

（中
学
生
の
親
対
象
の
6
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。
性
別
役
割
分
業

に

基
づ
く
定
型
的
な
家
族
像
に
、
も
っ
と
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
「
親
に
な
る
た
め
の
学
び
」
、
す
な
わ
ち
子
ど
も
を
対

象
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
、
「
未
来
の
家
族
」
（
中
’
高
・
大

学
生
対

象
の
2
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
冒
頭
に
は
、
「
未
来
の

あ
な
た
は
家
族
み
ん
な
で
楽
し
く
記
念
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。
絵

を
描
い
て
写
真
を
完
成
さ
せ
ま
し
ょ
う
」
・
「
あ
な
た
が
描
い
た
幸

せ
な
家
族
の
絵
を
友
達
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
の
だ
が
、

更
に
そ
の
後
に
は
「
将
来
あ
な
た
は
何
人
の
子
ど
も
が
欲
し
い
と

思

い

ま
す
か
」
「
将
来
あ
な
た
は
子
ど
も
が
出
来
た
ら
ど
ん
な
こ

と
を
し
て
あ
げ
た
い
で
す
か
」
と
、
子
ど
も
を
設
け
る
こ
と
を
前

提

と
し
た
設
問
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
直
後
の
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
は
「
人
口
減
少
を
考
え
よ
う
」
（
中
・
高
・
大
学
生
対
象

の

3
）
で
あ
り
、
県
勢
維
持
の
た
め
に
子
ど
も
を
設
け
る
こ
と
を

要
求
す
る
か
の
よ
う
な
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
悪
意
で
行
わ
れ
て
い
る
と
言
い
た
い
わ
け

で

は
な
い
。
上
記
以
外
に
も
多
数
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
あ
り
、
中

に
は
有
益
と
受
け
止
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
「
手

作

り
」
感
の
あ
る
シ
ー
ト
で
、
素
朴
さ
の
方
が
目
に
つ
く
。
ま

た
、
「
条
例
を
推
進
し
た
県
議
の
一
人
は
『
高
圧
的
な
条
例
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
の
は
避
け
た
か
っ
た
』
」
と
話
し
て
い
る
と
い
う
し
、
個
々
の

支
援
員
は
善
意
で
引
き
受
け
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
善
意
」
や
そ
れ
に
基
づ
く
「
素
朴
」
さ

が

問
題
を
緩
和
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
に
多
数
派
が
自

覚
す
る
こ
と
な
く
有
し
て
い
る
権
力
性
が
率
直
に
現
れ
て
い
る
と
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も
言
え
る
。
ひ
と
り
親
、
子
ど
も
を
持
た
（
て
）
な
い
夫
婦
、

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
等
、
を
暗
黙
的
に
周
縁
化
し
、
特
定
の
家
族
像

を
特
権
化
し
か
ね
な
い
。

　

さ
ら
に
近
年
は
、
学
校
と
地
域
と
の
連
携
の
名
の
も
と
に
、

「
家
庭
教
育

力
の
低
下
」
言
説
に
乗
っ
た
年
長
地
域
住
民
が
保
護

者
を
批
判
し
、
家
庭
教
育
へ
の
介
入
的
啓
発
を
買
っ
て
出
る
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の

事
例
も
現
れ
て
い
る
。
日
常
的
に
相
互
の
行
動
が
感
得
で
き
る

「
地

域
」
の
人
間
関
係
は
、
潜
在
的
に
家
庭
教
育
へ
の
介
入
を
媒

介

し
う
る
も
の
と
い
え
、
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
啓
発
が
よ
り
踏

み
込
ん

で

な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
も
し

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
曲
が
り
な
り
に
も
教
基
法
1
0
条
に
あ
る

「
家
庭
教
育
の
自
主
性
を
尊
重
」
と
い
う
文
言
が
、
「
地
域
の
創

意
」
に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
、
1
0
条
に
よ
る
国
家
統
制
が
よ
り
い
び

つ

な
形
で
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
代
え
て

　
昨
秋
、
自
由
民
主
党
が
「
家
庭
教
育
支
援
法
案
（
仮
称
）
」
を

取

り
ま
と
め
、
そ
の
後
、
加
除
修
正
を
施
し
た
法
案
が
作
ら
れ

（1
4
）

た
。
2
0
1
7
年
の
通
常
国
会
へ
の
法
案
提
出
は
な
か
っ
た
が
、

今
後
制
定
に
向
け
た
議
論
が
活
発
化
す
る
だ
ろ
う
。
内
容
上
、
条

例

と
法
案
の
間
に
は
＝
疋
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
理
念
で

家
庭
教
育
を
「
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
の
第
一
義
的
責
任
」
と
位

置
づ
け
、
「
子
に
生
活
の
た
め
に
必
要
な
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ

る
」
こ
と
等
の
努
力
義
務
を
保
護
者
に
課
す
と
と
も
に
、
国
・
自

治
体
が
家
庭
教
育
支
援
事
業
を
実
施
し
、
各
種
機
関
が
こ
れ
に
協

力
す
る
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
家
庭

教
育
支
援
条
例
と
類
似
性
が
高
く
、
し
か
も
よ
り
国
家
の
規
定
性

が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
o

　
国
の
動
き
を
先
取
り
す
る
各
地
の
条
例
は
、
法
案
へ
の
橋
頭
径

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
国
と
の
連
携
」
を

謳
う
自
治
体
の
存
在
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
こ
の
条
例
は
国
ー
都

道
府
県
ー
市
町
村
ー
学
校
ー
地
域
ー
家
族
と
い
う
ネ
ク
サ
ス
の
中

で
家
庭
教
育
を
水
路
づ
け
る
た
め
の
重
要
な
媒
介
項
に
も
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
全
制
化
さ
れ
た
家
庭
教
育
支
援
体
制
が

も
た
ら
す
の
は
、
国
が
定
め
る
一
面
的
な
保
護
者
像
・
家
族
観
が

日
常
的
な
人
間
関
係
の
中
で
示
さ
れ
、
人
々
が
そ
れ
と
隣
り
合
わ

せ

に
生
き
る
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
家
族
・
家
庭
教
育
と
い
う

自
由
の
領
域
を
少
し
ず
つ
侵
食
し
、
そ
れ
に
従
い
た
く
な
い
／
従

え
な
い
人
々
の
排
除
・
分
断
・
監
視
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
、
子
育
て
不
安
や
葛
藤
が
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
中
、
行
政
か

ら
の
規
範
の
強
化
は
さ
ら
に
保
護
者
を
追
い
詰
め
よ
う
。
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我
々
は
’
改
め
て
’
家
庭
教
育
支
援
1
1
啓
発
と
い
う
定
式
そ
の

も
の
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
家
庭
教
育
に
関
し
て

は
、
子
ど
も
の
貧
困
、
保
育
の
未
整
備
、
経
済
格
差
の
進
行
や
’

家
庭
と
仕
事
の
両
立
が
困
難
な
労
働
条
件
の
問
題
と
い
っ
た
多
様

な
課
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
必
要
な
の
は
啓
発
で
人
々
を
動
員
す
る

だ
け
の
「
カ
ネ
の
か
か
ら
な
い
教
育
再
生
」
で
は
な
い
し
、
精
神

論
や
’
古
い
伝
統
的
家
族
主
義
の
復
活
で
も
な
い
。
多
様
な
家
族

の
形

態
の
承
認
と
、
家
族
の
生
活
を
支
え
る
制
度
や
政
策
こ
そ
が

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
家
庭
教
育
支
援
1
1
啓
発
と
い
う
定
式

で
、
こ
う
し
た
こ
と
へ
の
行
政
責
任
が
閑
却
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。

（↓
　
制
定
自
治
体
は
次
の
通
り
。
①
熊
本
県
②
鹿
児
島
県
③
静
岡
県

　
　
④
岐
阜
県
⑤
徳
島
県
⑥
宮
崎
県
⑦
群
馬
県
③
茨
城
県
の
8
県
と
t

　
　
①
加
賀
市
②
千
即
市
③
和
歌
山
市
④
南
九
州
市
⑤
豊
橋
市
の
5

　
　
市
e

（
2
）
　
本
田
由
紀
編
（
2
0
1
7
）
『
国
家
が
な
ぜ
家
族
に
干
渉
す
る
の

　
　
か
』
青
m
e
－
＆
　
p
．
1
4

（
3
）
　
山
口
智
美
（
2
0
1
6
）
　
r
日
本
会
議
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
一
つ
は

　
　
憲
法
別
条
の
改
悪
」
「
日
本
会
議
と
神
社
本
庁
」
金
師
日
P
声
謬

（
4
）
　
山
ロ
、
前
掲
頁
。

（
5
）
　
下
村
博
文
氏
H
P
（
2
0
1
2
年
4
月
1
2
日
の
記
事
；
h
t
t
p
：
＼
＼

　
　
h
a
k
u
b
u
n
．
j
p
＼
2
0
1
2
＼
0
4
／
　
r
親
学
」
推
進
議
連
ー
4
／
）
（
2
0
1
3

　
　
年
5
月
閲
覧
）

（
6
）
　
な
お
、
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
と
い
っ
た
「
立
法
事
実
」
自
体

　
　

が
、
学
術
的
根
拠
に
乏
し
い
政
府
言
説
で
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て

　
　
良
い
。
広
田
照
幸
（
1
9
9
9
）
　
r
日
l
（
人
の
し
つ
け
は
衰
退
し
た

　
　
か
』
講
談
社
、
等
参
照
。

（
7
）
　
宮
崎
県
を
除
く
全
県
に
こ
の
文
言
が
あ
る
。
教
基
法
第
1
0
条
第
i

　
　
項
の
文
言
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。

（8
｝
茨
城
県
教
育
委
員
会
江
勺
よ
り
、
葺
▽
‥
＼
≧
き
9
警
も
r
e
f
．
i
b
a
r
a
k
i
．

　
　
j
p
＼
b
o
a
r
d
＼
s
y
。
g
a
i
＼
k
a
t
e
V
j
y
o
u
r
e
i
／
i
n
d
e
x
．
h
t
m
l
　
（
2
o
1
7
年
1
0

　
　
月
閲
覧
）

（
9
）
　
宮
崎
県
、
群
馬
県
、
茨
城
県
に
見
ら
れ
る
。

（
g
＞
　
r
社
会
総
が
か
り
で
取
組
む
家
庭
教
育
支
援
」
（
静
岡
県
教
育
委
員

　
　

会
社
会
教
育
課
）
2
0
1
6
年

く
1
）
　
保
護
者
向
け
’
子
ど
も
向
け
・
祖
父
母
向
け
の
計
3
6
シ
ー
ト
が
用

　
　
意
さ
れ
’
W
e
b
で
も
閲
覧
V
i
　
f
i
f
f
b
y
o
。
　
h
t
t
p
i
＼
／
w
w
w
，
p
r
e
f
．
s
h
i
z
u
o
－

　
　
k
a
．
j
p
＼
k
y
o
u
i
k
u
／
k
k
－
0
8
0
／
t
u
n
a
g
a
r
u
f
u
s
e
f
u
l
／
t
s
u
n
a
g
a
r
u
＿
s
h
e
e
t
°

　

　
h
t
m
l
　
（
2
o
1
7
年
6
月
閲
覧
）

（
1
）
　
r
家
庭
教
育
支
援
、
国
が
方
針
住
民
の
協
力
は
「
貰
務
」
自
民
法

　
　
案
」
朝
日
新
聞
2
0
1
6
年
1
0
月
2
2
日

（
1
3
）
　
仲
田
康
一
（
2
0
1
5
）
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
ポ
リ
テ
ィ

　
　
ク
ス
：
学
校
運
営
協
議
会
に
お
け
る
保
護
者
の
位
置
』
動
草
書
房

（
1
4
）
　
r
家
庭
教
育
支
援
、
住
民
に
「
役
割
」
自
民
法
案
、
「
介
入
」
批
判

　

　
さ
れ
文
自
修
正
」
朝
n
新
聞
2
0
1
7
年
2
月
1
4
n

（
1
5
）
　
本
田
由
紀
（
2
0
0
8
）
『
家
庭
教
育
の
隈
路
」
勤
草
書
房
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