
-

独
歩
「
春
の
鳥
」
考

国
木
田
独
歩
の
小
説
「

　
　
今
よ
り
六
七
年
前

　
と
が
御
座
い
ま
す
。

　
で
、
余
り
高
く
は
な

、
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

方
に
英
語
と
数
学
の
教
師
を
為
て
居
た
こ

と
い
ふ
の
が
あ
っ
て
大
木
暗
く
繁
っ
た
山

景
に
富
ん
で
居
ま
し
た
ゆ
ゑ
私
は
散
歩
が

　
　
て
ら
何
時
も
此
山
に
登
り
ま
し
た
。

　
こ
の
小
説
が
初
め
て
発
表
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
冒

頭
の
「
今
よ
り
六
七
年
前
」
と
い
う
の
を
、
そ
の
年
か
ら
逆
算
す
る
と
、
明
治
三

十
年
前
後
に
あ
た
る
。
小
説
中
の
「
私
」
を
国
木
田
独
歩
と
仮
定
し
て
（
事
実
は

そ
う
な
の
だ
が
）
、
独
歩
が
明
治
三
十
年
前
後
に
「
或
地
方
に
英
語
と
数
学
の
教
師

を
為
て
居
た
こ
と
が
」
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
る
。
少
く
と
も
足
か
け
二
年

は
滞
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
春
の
鳥
」
の

季
節
は
秋
か
ら
冬
を
経
て
春
へ
と
移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
『
国
木

田
独
歩
全
集
』
第
十
巻
の
年
譜
を
見
る
と
。

　
　
明
治
二
十
九
年
九
月
四
日
、
元
渋
谷
百
五
十
四
番
地
に
転
居
。

　
　
同
年
十
二
月
二
十
八
日
、
民
友
社
再
入
社
に
決
し
、
議
会
筆
記
担
当
と
な
る
。

と
あ
り
、
明
治
三
十
年
、
三
十
一
年
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
転
居
し
た
形
跡
が
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
冒
頭
の
「
今
よ
り
」
の
「
今
」
は
、
こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
年
の

こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

工
　
　
藤

茂

　
周
知
の
よ
う
に
、
独
歩
が
「
或
地
方
に
英
語
と
数
学
の
教
師
を
し
て
居
た
」
の

は
、
明
治
二
十
六
年
か
ら
明
治
二
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
「
或
地
方
」
が
九
州
で

あ
る
こ
と
は
、
「
春
の
鳥
」
の
三
に
「
冬
な
が
ら
九
州
は
暖
国
ゆ
ゑ
天
気
さ
へ
佳
け

れ
ば
極
く
暖
か
で
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。

　
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
十
月
の
項
に
、
「
（
九
月
）
三
十
日
正
午
佐
伯
着
」
と
あ
る
よ

う
に
、
独
歩
は
明
治
二
十
六
年
九
月
三
十
日
に
大
分
県
佐
伯
に
上
陸
し
た
。
徳
富

蘇
峰
の
紹
介
、
矢
野
龍
渓
の
推
薦
で
鶴
谷
学
館
の
教
頭
と
な
る
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
お
お
よ
そ
一
年
間
佐
伯
に
滞
在
し
、
翌
年
九
月
三
日
、
汽
船
に
乗
っ
て

佐
伯
を
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
間
彼
が
鶴
谷
学
館
に
お
い
て
英
語
や
数
学
を
教
え

て
い
た
こ
と
は
、
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
の
明
治
二
十
六
年
十
月
五
日
の
項
に
、
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
昨
日
よ
り
始
め
て
授
業
す
、
三
時
半
（
午
後
）
よ
り
下
級
生
の
為
め
に
ナ
シ

　
　
ョ
ナ
ル
読
本
二
の
巻
を
授
く
四
時
半
よ
り
り
Ｉ
デ
ン
グ
を
授
く
、
午
後
八
時

　
　
半
よ
り
代
数
学
を
授
く
、
九
時
半
よ
り
上
級
生
の
為
め
に
ス
ヰ
ン
ト
ン
万
国

　
　
史
を
講
ず
、
以
て
日
課
を
了
は
る
、

　
し
た
が
っ
て
、
「
今
よ
り
六
七
年
前
」
と
い
う
の
は
、
明
治
二
十
六
年
か
ら
二
十

七
年
ま
で
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
年
か
ら
逆
算
す
る
と
、
「
今
」
と
は
明

治
三
十
二
年
か
ら
明
治
三
十
四
年
ま
で
の
い
つ
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
「
予
が
作
品
と
事
実
」
の
「
春
の
鳥
」
の
条
に
は
「
そ
し
て
此
一
編
が
七
八

年
の
後
に
出
来
た
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
こ
の
七
八
年
の
八
年
と
い
う
年
数
を
考
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慮
に
入
れ
る
と
、
「
今
」
の
期
間
は
さ
ら
に
一
年
延
び
て
、
明
治
三
十
五
年
ま
で
と

な
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
今
」
は
、
作
品
が
発
表
さ
れ
た
年
で
は
な
く
、
作
品
が
書

か
れ
完
成
さ
れ
た
時
期
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

頃竹
、
「
春
の
鳥
」
の
成
立

明
治
三
十
五
年
下
半

に
関
し
て
は
明
治
三
十
三
年
頃
説
、
明
治
三
十
四
年

期
説
、
明
治
三
十
六
・
七
年
の
交
説
な
ど
が
あ
っ
て

確
定
し
て
い
な
い
。
「
春
の
鳥
」
「
予
が
作
品
と
事
実
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
年
数

を
基
準
に
、
明
治
二
十
六
年
か
ら
起
算
し
た
も
の
と
、
明
治
二
十
七
年
か
ら
起
算

し
た
も
の
と
を
重
ね
て
も
、
そ
こ
に
明
治
三
十
二
年
か
ら
明
治
三
十
五
年
ま
で
の

四
年
間
の
幅
が
で
き
て
し
ま
う
。
明
治
三
十
六
、
七
年
の
交
成
立
説
は
、
安
田
保

雄
の
「
『
片
恋
』
と
独
歩
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
比
較
文
学
的
見
地

か
ら
、
二
葉
亭
四
迷
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
訳
「
片
恋
」
が
独
歩
の
小
説
「
正
直
者
」

　
「
女
難
」
「
春
の
鳥
」
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
な
時
期

と
し
て
明
治
三
十
六
、
七
年
成
立
説
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
独

歩
が
「
片
恋
」
を
読
了
し
た
の
は
、
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
に
よ
れ
ば
明
治
二
十
九
年

十
一
月
二
十
二
日
の
夜
半
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
「
春
の
鳥
」
の
執
筆
が

　
「
予
が
作
品
と
事
実
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
七
八
年
後
」
の
八
年
を
基
準
と
し

て
明
治
二
十
七
年
か
ら
起
算
し
た
明
治
三
十
五
年
で
あ
っ
て
も
、
不
都
合
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
春
の
鳥
」
の
成
立
は
、
明
治
三
十
三
年
か

ら
明
治
三
十
五
年
ま
で
の
い
つ
か
、
と
す
る
の
が
最
も
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
っ
と
も
原
田
秋
浦
の
「
不
遇
時
代
の
独
歩
君
」
に
は
、
「
僕
の
室
で
も
短
篇
二
つ

を
書
い
た
。
一
つ
は
春
の
鳥
で
、
之
は
二
日
に
し
て
脱
稿
し
た
。
」
と
い
う
見
過
し

難
い
一
文
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
を
独
歩
が
鎌
倉
に
移
っ
た
明
治
三
十
四
年
の
こ

と
に
し
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
独
歩
が
鎌
倉
に
移
っ
た
の
は
、
先
に
引
用
し
た
年
譜

で
は
明
治
三
十
五
年
の
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
年
譜
と
原
田
秋
浦
の
一
文
を

組
み
合
わ
せ
る
と
、
「
春
の
鳥
」
の
成
立
は
明
治
三
十
五
年
の
後
半
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
原
田
の
「
不
遇
時
代
の
独
歩
君
」
は
、
明
治
四
十
一
年
八
月
一

日
発
行
の
『
中
央
公
論
』
第
二
十
三
巻
第
八
号
、
つ
ま
り
独
歩
の
追
悼
・
特
輯
号

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
の
年
月
の
経
過
の
後
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
け

に
、
絶
対
の
信
憑
性
に
欠
け
る
。
た
と
え
ば
前
記
の
年
代
の
ず
れ
の
よ
う
に
。
そ

れ
ゆ
え
「
春
の
鳥
」
成
立
の
年
代
は
、
や
は
り
明
治
三
十
三
年
か
ら
三
十
五
年
ま

で
の
間
と
し
た
方
が
、
よ
り
正
確
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
ま
た
「
春
の
鳥
」
の
冒
頭
の
部
分
に
立
ち
返
る
こ
と
に
し
よ
う

独
歩
は
そ
こ
で
こ
の
作
品
の
主
要
な
る
場
面
を
構
成
す
る
「
城
山
」
と
い
う
空
間

を
設
定
す
る
。
そ
れ
は
佐
伯
を
離
れ
て
六
、
七
年
を
経
た
独
歩
の
内
部
に
構
成
さ

れ
た
文
学
空
間
で
も
あ
っ
た
。

　
佐
伯
の
風
景
は
独
歩
の
内
面
に
お
い
て
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
世
界
と
分
か
ち

難
く
重
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
三
十
三
年
十
一
月
作
の
「
小
春
」
に
そ
の
こ
と
が

端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
自
分
が
最
も
熱
心
に
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
を
読
ん
だ
の
は
豊
後
の
佐
伯
に
居
た

　
　
時
分
で
あ
る
。
自
分
は
田
舎
教
師
と
し
て
此
所
に
一
年
間
滞
在
し
て
居
た
。

　
　
－

　
　
－

自
分
は
今
ワ
イ
河
畔
の
詩
を
読
ん
で
、

端
な
く
思
ひ
起
す
は
実
に
此
一
年

　
　
間
の
生
活
及
び
佐
伯
の
風
光
で
あ
る
。
彼
地
に
於
て
自
分
は
教
師
と
い
ふ
よ

　
　
り
も
寧
ろ
生
徒
で
あ
っ
た
。
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
の
詩
想
に
導
か
れ
て
自
然
を
学

　
　
ぶ
処
の
生
徒
で
あ
っ
た
。
成
程
七
年
は
経
過
し
た
。
然
し
自
分
の
眼
底
に
は

　
　
彼
地
の
山
岳
、
河
流
、
渓
谷
、
緑
野
、
森
林
悉
く
鮮
明
に
残
っ
て
居
て
、
我

　
　
故
郷
の
風
物
よ
り
も
幾
倍
の
色
彩
を
故
っ
て
居
る
。
（
略
）

　
　
　
た
だ
ご
一
日
す
る
、
『
自
分
が
真
に
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
を
読
ん
だ
は
佐
伯
に
居
る

　
　
時
で
、
自
分
が
尤
も
深
く
自
然
に
動
か
さ
れ
た
の
は
佐
伯
に
於
て
ヲ
ー
ズ
ヲ

　
　
ル
ス
を
読
ん
だ
時
で
あ
る
』
と
い
ふ
こ
と
を
。

　
以
上
は
「
小
春
」
の
三
の
一
部
分
で
あ
る
が
、
独
歩
は
さ
ら
に
そ
の
四
に
も
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
自
分
は
詩
集
を
其
値
に
し
て
静
に
佐
伯
の
こ
と
を
憶
ひ
は
じ
め
た
。
流
石

　
　
に
忘
れ
果
て
て
は
居
な
い
、
彼
時
の
事
此
時
の
こ
と
、
自
分
の
繰
返
し
逍
逡

　
　
の
時
を
憶
ふ
に
っ
け
て
其
時
自
分
の
眼
に
彫
込
ま
れ
た
風
光
は
鮮
か
に
現
は

　
　
れ
て
来
る
、
画
を
見
る
よ
り
も
鮮
明
に
現
は
れ
て
来
る
。
秋
の
空
澄
み
渡
っ

　
　
て
三
里
隔
っ
る
元
越
山
の
半
腹
か
ら
真
直
に
立
上
る
一
纏
の
青
煙
す
ら
、
あ

２



　
　
り
あ
り
と
眼
に
浮
ん
で
来
る
。

　
大
分
県
佐
伯
市
は
毛
利
家
二
万
石
の
城
下
町
で
あ
っ
た
。
今
で
も
城
山
の
麓
の

養
賢
寺
か
ら
城
山
の
登
山
口
ま
で
、
ま
た
登
山
口
か
ら
頂
上
ま
で
、
昔
の
面
影
を

残
し
て
奥
ゆ
か
し
い
風
景
を
呈
し
て
い
る
。
独
歩
は
こ
こ
で
自
然
の
真
の
姿
に
触

れ
、
そ
の
風
光
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
。
そ
の
結
果
誕
生
し
た
の
が
「
源
お
ぢ
」
で

あ
り
「
鹿
狩
」
で
あ
り
「
春
の
鳥
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
「
河
霧
」
に
も
「
小
春
」
に
も
、
そ
の
他
の
日
記
や
散
文
に
も
、
そ
の
影
は

色
濃
く
投
影
し
て
い
る
。
中
で
も
独
歩
は
城
山
の
自
然
に
深
く
心
を
引
か
れ
て
い

た
。
彼
は
「
豊
後
の
国
佐
伯
」
の
最
後
に
「
佐
伯
は
実
に
果
物
の
古
城
市
な
り
。

此
地
に
城
山
な
く
、
番
匠
川
な
く
と
も
、
猶
ほ
彼
の
柿
だ
に
あ
ら
ば
以
て
再
遊
、

三
遊
、
四
遊
す
る
に
足
る
」
と
書
き
な
が
ら
、
し
か
し
同
じ
「
豊
後
の
国
佐
伯
」

の
三
「
城
山
」
の
条
に
は
、
「
余
が
初
め
て
佐
伯
に
入
る
や
先
づ
此
の
山
に
心
動

き
、
余
已
に
佐
伯
を
去
る
も
眼
底
其
景
容
を
拭
ひ
去
る
能
は
ず
、
此
の
山
な
く
ば

余
に
は
殆
ん
ど
佐
伯
な
き
な
り
」
と
書
い
て
い
る
。

　
今
こ
こ
に
、
「
春
の
鳥
」
の
文
学
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
た
城
山
と
重
な
る
部
分

を
、
「
豊
後
の
国
佐
伯
」
よ
り
抜
粋
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
秋
の
半
ば
過
ぎ
、
余
は
紅
葉
狩
り
せ
ん
と
し
て
城
山
の
頂
に
登
り
、
落
葉

　
　
蕭
々
の
間
屡
々
耳
を
澄
ま
し
て
風
の
行
衛
を
追
ひ
、
吾
れ
知
ら
ず
古
跡
一
種

　
　
の
寂
寞
に
融
け
行
々
楽
み
た
り
。

　
今
は
残
す
処
た
だ
其
の
石
垣
の
み
。
石
垣
の
上
、
建
物
の
有
り
し
跡
は
今

尚
は
平
坦
な
り
。
雑
草
茂
り
、
根
生
ひ
立
ち
、
潅
木
入
り
乱
れ
荒
廃
に
任
か

せ
た
り
。

　
満
山
の
樹
木
暗
く
繁
り
て
幽
径
縦
横
、
猿
の
如
き
少
年
も
時
に
迷
ふ
事
あ

り
と
聞
き
ぬ
。

　
夏
の
末
、
日
已
に
城
山
の
彼
方
に
入
り
て
、
余
光
水
色
の
如
く
西
の
空
に

起
り
、
城
山
の
古
松
墨
絵
の
如
く
浮
び
出
づ
る
頃
、
幾
百
千
と
も
知
れ
ざ
る

　
　
烏
の
群
輪
を
形
り
て
飛
び
、
其
の
う
ち
一
群
は
分
か
れ
て
他
の
山
に
向
て
去

　
　
る
こ
と
の
あ
り
と
雖
も
、
多
く
は
城
山
の
深
林
に
聯
を
求
め
て
投
ず
。

　
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
「
春
の
鳥
」
の
時
間
は
秋
か
ら
春
へ
と
は
移
っ
て
い
く

が
、
夏
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
季
節
に
関
す
る
限
り
、
引
用
し
た
第

三
番
目
の
部
分
は
、
「
春
の
鳥
」
と
は
重
な
ら
な
い
。
だ
が
、
「
春
の
鳥
」
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
な
す
城
山
の
鳥
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
抜
粋
し
た
。

　
さ
て
、
小
説
中
の
「
私
」
は
、
散
歩
が
て
ら
い
つ
も
こ
の
城
山
に
登
っ
て
い
て
、

秋
の
あ
ぞ
日
、
不
思
議
な
少
年
と
出
合
う
の
で
あ
る
。

一

一

「
あ
る
日
曜
の
午
後
」
「
時
は
秋
の
末
」
、
城
山
で
枯
枝
を
拾
っ
て
い
る
三
人
の
小
娘

の
キ
ヤ
ツ
と
い
う
声
に
驚
き
、
本
か
ら
眼
を
離
し
て
見
下
す
「
私
」
の
視
界
に
姿

を
現
わ
し
た
の
が
、
「
十
一
か
十
二
歳
と
思
は
る
る
男
の
児
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
（
略
）
紺
の
筒
袖
を
着
て
白
木
綿
の
兵
児
帯
を
し
め
て
居
る
様
子
は
農
家

　
　
の
児
で
も
町
家
の
者
で
も
な
さ
さ
う
で
し
た
。

　
　
　
手
に
太
い
棒
切
を
持
っ
て
四
辺
を
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
見
廻
し
て
居
ま
し
た
が
、

　
　
フ
ト
石
垣
の
上
を
見
上
げ
た
時
思
は
ず
二
人
は
顔
を
見
合
し
ま
し
た
。
子
供

　
　
は
熟
と
私
の
顔
を
見
つ
め
て
居
ま
し
た
が
、
や
が
て
ニ
ヤ
リ
と
笑
ひ
ま
し
た
。

　
　
其
笑
が
尋
常
で
は
な
い
の
で
す
。
生
白
い
丸
顔
の
、
眼
の
ぎ
ょ
ろ
り
と
し
た

　
　
様
子
ま
で
が
唯
の
子
供
で
な
い
と
私
は
直
ぐ
見
て
取
り
ま
し
た
。

　
引
用
部
分
の
後
半
最
後
の
二
行
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
」
の
眼
前
に
出

現
し
た
少
年
は
、
異
常
な
、
唯
の
子
供
で
は
な
い
、
怪
し
い
児
童
と
し
て
「
私
」

に
は
受
け
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
私
」
の
受
け
た
印
象
は
、
こ
の
児
童
の

素
性
が
分
か
る
と
こ
ろ
ま
で
続
い
て
い
く
。
児
童
は
「
先
生
。
何
を
為
て
居
る
の
？
」

と
「
私
」
に
問
い
か
け
、
「
私
」
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
、
高
さ
五
間
以
上
も
あ
る

石
垣
を
猿
の
よ
う
に
敏
捷
に
登
っ
て
、
「
私
」
の
傍
に
突
立
つ
。
そ
し
て
ニ
ヤ
ニ
ヤ

と
笑
っ
て
い
る
。
名
前
を
問
わ
れ
て
「
六
」
と
答
え
、
「
六
さ
ん
と
い
ふ
の
か
ね
」
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と
念
を
押
さ
れ
る
と
、
「
児
童
は
点
頭
い
た
ま
ま
例
の
怪
し
い
笑
を
洩
し
て
口
を
少

し
開
け
た
ま
ま
私
の
顔
を
気
味
の
悪
い
ほ
ど
熟
視
て
居
る
」
。
歳
を
聞
か
れ
る
と

　
「
妙
な
目
つ
き
を
し
て
唇
を
動
か
し
て
」
い
る
が
、
急
に
両
手
を
開
い
て
「
一
、

二
、
三
」
と
指
折
り
数
え
、
十
、
十
一
を
飛
ば
し
て
顔
を
あ
げ
、
「
十
一
だ
」
と
真

面
目
に
答
え
る
。
そ
の
様
子
は
よ
う
よ
う
数
を
覚
え
た
五
歳
ぐ
ら
い
の
児
と
同
じ

に
見
え
る
。
や
が
て
突
然
、
「
児
童
は
ワ
ア
ワ
ア
と
唖
の
や
う
な
声
を
出
し
て
駈
け

出
」
す
。
「
私
」
が
呼
び
止
め
て
も
振
り
向
こ
う
と
も
せ
ず
、
「
島
々
」
と
叫
び
な

が
ら
天
主
台
を
駈
け
下
り
て
、
た
ち
ま
ち
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

　
「
春
の
鳥
」
に
お
け
る
少
年
と
「
私
」
の
出
合
い
は
、
「
私
」
の
語
り
を
通
し
て

以
上
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
憐
れ
な
る
児
」
で
は
、
そ
の
出
合

い
が
「
吾
等
兄
弟
は
じ
め
て
此
家
に
移
つ
る
や
、
直
ち
に
一
個
の
小
児
を
見
た
り

年
の
頃
十
か
十
一
な
る
可
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
吾
等
兄
弟
」
と
は
独
歩
と
そ

の
弟
収
二
、
「
此
家
」
と
は
坂
本
永
年
の
家
の
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
憐
れ
な
る
児
」
で
は
さ
ら
に
こ
の
少
年
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
　
　
孤
児
、
学
校
に
通
は
ず
、
朝
起
く
る
毎
に
命
ぜ
ら
れ
て
為
す
事
は
、
家
の

　
　
周
囲
の
掃
除
な
り
。
（
略
）
昼
間
は
何
事
を
な
し
て
日
を
送
る
か
、
吾
未
だ
よ

　
　
く
知
ら
ず
と
雖
も
、
僅
に
見
た
る
処
に
よ
れ
ば
、
只
う
ろ
う
ろ
と
庭
の
内
。

　
　
家
の
前
な
ど
う
ろ
つ
き
居
る
も
の
の
ご
と
し
。
（
略
）

　
　
　
吾
等
暫
時
に
し
て
此
小
児
の
決
し
て
世
の
常
の
者
な
ら
ぬ
を
知
り
た
り
。

　
　
此
挙
動
、
其
言
語
、
凡
て
遅
鈍
に
し
て
少
し
も
少
年
の
快
気
な
し
。

　
「
予
が
作
品
と
事
実
」
に
お
い
て
、
独
歩
は
「
春
の
鳥
」
の
主
人
公
白
痴
の
少
年

の
身
の
上
話
は
皆
な
事
実
で
あ
る
が
、
「
此
少
年
が
城
山
で
悲
惨
な
最
後
を
遂
げ

た
事
は
余
の
想
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
出
合
い
に
つ
い
て
は

な
ん
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
「
憐
れ
な
る
児
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
少
年
と

の
出
合
い
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
春
の
鳥
」
に
描
か
れ
て
い
る
城
山
で
の
少

年
と
「
私
」
の
出
合
い
は
、
独
歩
の
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
「
予
が
作
品
と
事
実
」
に
は
、
「
此
少
年
の
事
を
思
う
て
、
人
間
と
鳥
獣

の
差
別
、
生
物
と
宇
宙
の
関
係
な
ど
、
随
分
城
山
の
上
で
空
想
に
耽
っ
た
も
の
で

あ
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
城
山
に
お
け
る
少
年
の
敏
捷
な
行
動
や
姿

に
っ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
「
春
の
鳥
」
で
は
少
年
の
突
然
の
出

現
、
石
垣
を
登
る
猿
の
よ
う
に
敏
捷
な
行
動
を
描
き
な
が
ら
、
「
憐
れ
な
る
児
」
に

お
い
て
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
此
挙
動
、
其
言
語
、
凡
て
遅
鈍
に
し
て
…
…
」

と
述
べ
て
い
る
。
「
春
の
鳥
」
に
表
現
し
た
部
分
は
他
の
散
文
や
解
説
で
は
意
図
的

に
省
略
し
た
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
身
の
上
、
庭
の
掃

除
、
教
育
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
城
山
に
お
け
る

年
と
の
出
合
い
は
、
独
歩
の
想
に
出
た
も
の
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う

力丿少

　
つ
ま
り
、
「
春
の
鳥
」
は
独
歩
が
最
も
愛
し
た
城
山
の
自
然
と
、
独
歩
が
そ
の
教

育
に
失
敗
し
た
白
痴
の
少
年
と
を
、
一
つ
に
結
び
つ
け
る
文
学
空
間
を
創
る
こ
と

に
よ
っ
て
誕
生
し
た
一
篇
の
小
説
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
三

　
「
春
の
鳥
」
の
二
の
場
面
は
、
一
転
し
て
田
口
家
へ
と
移
る
。
下
宿
住
い
の
不
自

由
さ
か
ら
田
口
の
二
階
に
移
転
し
た
「
私
」
は
、
翌
朝
、
城
山
で
出
合
っ
た
少
年

が
庭
を
掃
い
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
そ
し
て
、
「
六
さ
ん
、
お
早
う
」
と
声
を
か
け

る
が
、
少
年
は
相
変
ら
ず
「
私
」
の
顔
を
見
て
ニ
ヤ
リ
と
笑
う
だ
け
で
、
言
葉
を

出
さ
な
い
。

　
日
の
経
つ
う
ち
に
、
こ
の
怪
し
い
児
童
の
身
の
上
が
「
私
」
に
は
次
第
に
解
っ

て
く
る
。
名
を
六
蔵
と
言
い
、
田
口
の
主
人
の
妹
の
子
で
あ
っ
た
。
父
が
亡
く
な

っ
た
た
め
に
、
母
と
一
緒
に
実
家
で
あ
る
田
口
家
に
戻
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
「
私
」
は
、
田
口
の
主
人
と
六
蔵
の
母
か
ら
六
蔵
の
教
育
の
相
談
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。

　
小
野
茂
樹
の
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』
（
昭
3
4
・
ア
ポ
ロ
ン
社
）
に
よ
る
と
、

六
蔵
の
モ
デ
ル
山
中
泰
雄
の
母
シ
ゲ
（
坂
本
永
年
の
妹
）
は
、
「
余
程
抜
け
て
居
る

人
」
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
独
歩
は
、
「
春
の
鳥
」
で
は
六
蔵
の
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母
を
そ
の
よ
う
に
設
定
し
、
亡
父
の
大
酒
と
と
も
に
母
か
ら
の
遺
伝
に
よ
る
白
痴

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
既
に
笹
淵
友
一
が
、
こ
れ
は
自
然
科

学
的
解
釈
で
あ
り
、
「
ソ
ラ
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
思
想
に
接
触
し
た
結
果
と
考
へ
ら
れ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
異
論
は
な
い
が
、
こ
の
設
定
は
最
終
章
四
の
場
面
に
向

け
て
、
独
歩
が
注
意
深
く
敷
い
て
お
い
た
伏
線
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
い
に
こ
の
小

説
に
は
そ
の
よ
う
な
伏
線
が
注
意
深
く
敷
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
構

成
を
き
り
っ
と
緊
め
て
、
優
れ
た
短
篇
小
説
に
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
一
に
お
い
て
、
知
能
の
遅
鈍
と
動
作
の
敏
捷
と
い
う
背
馳
す
る
印
象
に

よ
っ
て
、
異
常
な
、
唯
の
子
供
で
は
な
い
、
怪
し
い
児
童
と
し
て
「
私
」
に
受
け

止
め
ら
れ
た
六
蔵
少
年
は
、
こ
の
場
面
で
は
「
如
何
に
も
気
の
毒
」
な
「
哀
れ
な

も
の
」
に
変
容
し
て
い
く
。
原
稿
用
紙
五
枚
ほ
ど
の
長
さ
の
場
面
に
、
「
哀
れ
」
と

い
う
語
が
五
つ
も
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
四
の
場
面
に
も
継
承
さ
れ

て
い
く
。
つ
ま
り
、
六
蔵
は
白
痴
ゆ
え
に
「
憐
れ
な
る
児
」
と
し
て
私
に
受
け
止

め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
田
口
の
主
人
と
六
蔵
の
母
の
依
頼
を
受
け
て
、
「
私
」
は
六
蔵
の
教
育
を
試
み

る
。
し
か
し
、
そ
の
効
果
は
い
っ
こ
う
に
上
が
ら
な
い
。
そ
ん
な
冬
の
あ
る
日
、

一
人
で
城
山
に
登
っ
た
私
は
、
天
主
台
の
石
垣
の
角
に
馬
乗
り
に
跨
が
っ
て
、
両

足
を
ふ
ら
ふ
ら
動
か
し
な
が
ら
、
眼
を
遠
く
放
っ
て
俗
歌
を
歌
っ
て
い
る
六
蔵
を

目
撃
す
る
。空

の
色
、
日
の
光
、
古
い
城
趾
、
そ
し
て
少
年
、

　
　
　
　
　
ゑ

ま
る
で
画
で
す
。
少
年

ど
う

　
　
は
天
使
で
す
。
此
時
私
の
眼
に
は
六
蔵
が
白
痴
と
は
如
何
し
て
も
見
え
ま
せ

　
　
ん
で
し
た
。
白
痴
と
天
使
、
何
と
い
ふ
哀
れ
な
対
照
で
せ
う
。
し
か
し
私
は

　
　
此
時
、
白
痴
な
が
ら
も
少
年
は
や
は
り
自
然
の
児
で
あ
る
か
と
、
つ
く
づ
く

　
　
感
じ
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
六
蔵
が
城
山
の
中
に
置
か
れ
た
時
に
初
め
て
天
使
に

見
え
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
田
口
の
家
に
あ
っ
て
の
六
蔵
、
小
学
校
に
お
け
る
六

蔵
、
腕
白
を
し
て
は
人
を
驚
か
す
六
蔵
、
そ
し
て
私
の
教
育
を
受
け
て
い
る
六
蔵
。

そ
れ
は
「
不
具
の
中
に
も
こ
れ
ほ
ど
哀
れ
な
も
の
は
な
い
」
白
痴
の
六
蔵
で
あ
っ

た
・
そ
の
白
痴
の
六
蔵
が
城
山
の
自
然
の
中
に
あ
っ
て
は
天
使
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
私
は
、
白
痴
と
天
使
を
哀
れ
な
対
照
と
見
、
「
白
痴
な
が
ら
も
少
年
は

や
は
り
自
然
の
児
で
あ
る
か
」
と
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
箇
所
は
、
次
の
四
の
場
面
と
と
も
に
「
春
の
鳥
」
の
核
心
を
な

す
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

だ
が
、
そ
れ
ら
の
論
を
整
理
し
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
二
つ
の
項
目
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
白
痴
讃
美
、
も
う
一
つ
は
少
年
讃
美
で
あ
る
。
し
か
し

私
は
そ
れ
を
讃
美
と
す
る
よ
り
も
祝
福
と
見
た
い
。
独
歩
は
過
去
に
お
い
て
山
中

泰
雄
と
会
い
、
実
際
に
そ
の
少
年
の
教
育
を
試
み
た
。
だ
が
、
な
ん
ら
の
結
果
も

得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
彼
は
「
春
の
鳥
」
「
憐
れ
な
る
児
」
に
繰
り
返
し

書
い
て
い
る
が
、
「
病
淋
録
」
に
も
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
『
春
の
鳥
』
は
余
が
佐
伯
当
時
、
事
実
、
あ
る
少
年
を
描
け
る
も
の
な
り
。

　
　
現
に
今
も
活
き
て
居
れ
り
と
聞
く
。

　
　
　
そ
の
少
年
と
云
ふ
は
、
金
箔
附
の
白
痴
に
て
、
奈
何
に
啓
発
し
、
誘
導
し
、

　
　
教
育
す
る
も
、
殆
ど
数
の
観
念
な
し
。
当
時
の
余
は
甚
七
き
空
想
家
な
り
し

　
　
を
以
て
、
詣
に
教
育
し
得
る
も
の
と
信
じ
て
疑
ふ
所
な
か
り
き
。
脳
組
織
中

　
　
の
或
一
部
に
障
害
あ
り
て
全
機
関
の
作
用
に
障
害
を
及
ぼ
す
も
の
な
る
を
以

　
　
て
、
其
れ
を
除
き
去
ら
ば
、
自
然
の
霊
知
は
閃
光
の
如
く
湧
立
つ
に
相
違
な

　
　
か
る
可
し
と
信
じ
て
、
亦
疑
ふ
所
な
か
り
き
。
故
に
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
試
み

　
　
て
教
へ
つ
、
謙
し
つ
、
時
に
は
叱
り
つ
け
て
ま
で
、
泣
く
が
如
き
思
に
て

　
　
教
育
せ
り
。
然
れ
ど
も
遂
に
教
育
の
効
果
も
見
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
時
は
、

　
　
余
と
雖
も
自
然
を
疑
は
ざ
る
を
得
ざ
り
き
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
独
歩
の
悔
恨
で
あ
り
、
自
分
の
労
苦
の
酬
わ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
悔
し
さ
で
あ
る
。
順
序
が
逆
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
悔
恨
と
悔
し

さ
を
文
学
に
よ
っ
て
教
う
の
は
「
春
の
鳥
」
　
一
篇
を
害
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

中
で
白
痴
の
少
年
を
祝
福
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
独
歩
は
、
自
分
が

最
も
愛
し
た
城
山
の
自
然
の
中
に
、
白
痴
な
が
ら
も
自
然
の
児
と
し
て
少
年
を
生

か
し
、
そ
し
て
、
そ
の
自
然
に
少
年
を
帰
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
中
泰
雄
を
祝
福

５



し
、
自
分
の
魂
を
救
済
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
少
年
は
城
山
で
は
天
使
の
よ

う
で
あ
り
（
天
使
で
は
な
い
）
、
自
由
に
天
翔
け
る
春
の
鳥
に
転
生
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
小
説
の
題
名
の
意
味
す
る
も
の
が
、
じ
つ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
と
同
時

に
、
こ
の
小
説
の
主
要
な
舞
台
を
城
山
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
も
、
こ

こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
独
歩
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
「
自
然
の
児
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
痴
に
つ
い
て
は
「
春
の
鳥
」
の
中
で
「
白
痴
と
な
る

と
、
心
の
唖
、
聾
、
盲
で
す
か
ら
殆
ん
ど
禽
獣
に
類
し
て
居
る
の
で
す
。
兎
も
角
、

人
の
形
を
し
て
居
る
の
で
す
か
ら
全
く
感
じ
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
普
通
の
人
と

比
べ
て
は
十
の
一
に
も
及
び
ま
せ
ん
」
と
書
い
て
い
る
が
、
「
自
然
の
児
」
に
つ
い

て
は
な
ん
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
他
の
文
章
、
た
と
え
ば
「
欺
か
ざ
る
の

記
」
（
日
記
）
に
そ
れ
を
探
る
と
、
そ
こ
に
は
「
自
然
の
児
と
し
て
神
に
面
す
べ
き

消
息
を
」
弟
収
二
に
伝
う
と
か
、
「
吾
自
然
の
児
と
し
て
」
漠
然
た
る
人
と
宇
宙
の

関
係
を
考
え
る
、
な
ど
と
い
う
使
用
例
が
見
え
る
。
こ
れ
を
先
に
引
用
し
た
「
病

淋
録
」
の
一
文
と
対
照
し
て
考
え
て
み
る
と
、
生
ま
れ
て
く
る
時
自
然
か
ら
「
自

然
の
霊
知
」
を
継
承
し
、
そ
れ
が
「
閃
光
の
如
く
湧
立
」
っ
て
い
る
人
間
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
北
野
昭
彦
は
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
（
昭
4
9
・
桜
楓
社
）
に
お
い
て
、
「
憐
れ

な
る
児
」
「
病
淋
録
」
「
予
が
作
品
と
事
実
」
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な

独
歩
の
人
間
観
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
（
略
）
「
人
間
」
は
完
全
無
欠
な
る
「
自
然
の
霊
知
」
を
授
か
っ
て
生
命
を

　
　
得
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
然
か
ら
得
た
「
霊
知
」
が
何
物
に
も
妨
げ
ら
れ

　
　
る
こ
と
な
く
「
閃
光
の
如
く
湧
き
立
つ
」
こ
と
こ
そ
、
人
間
の
本
来
の
姿
な

　
　
の
だ
（
略
）
。
「
人
間
」
は
生
ま
れ
出
る
と
き
「
自
然
の
霊
知
」
を
授
か
る
。

　
　
だ
が
、
「
禽
獣
」
は
そ
れ
を
「
自
然
」
か
ら
授
か
ら
な
い
。
こ
の
相
違
こ
そ
。

　
　
　
『
春
の
鳥
』
の
文
章
中
に
あ
る
「
人
類
と
他
の
動
物
と
の
相
違
」
な
の
で
あ

北
野
は
右
の
よ
う
に
独
歩
の
思
想
を
要
約
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
白
痴

は
同
じ

人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
「
自
然
の
霊
知
」
を
自
然
か
ら
授
か
る
こ
と
な
く
「
禽
獣
」

の
次
元
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
だ
か
ら
あ
く
ま
で
も
憐
惘
の
対
象
な
の
だ
、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
解
な
る
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
暗
示
を
受
け
て

私
の
「
自
然
の
児
」
の
解
釈
は
な
っ
た
。
つ
ま
り
独
歩
は
、
城
山
の
自
然
の
中
に

白
痴
の
少
年
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
禽
獣
の
次
元
に
住
む
少
年
を
そ
こ
か
ら
解

放
し
た
の
で
あ
る
。
教
育
で
は
救
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
少
年
を
、
文
学
に
よ

っ
て
救
済
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四

　
少
年
が
不
慮
の
死
を
遂
げ
る
四
の
場
面
は
、
少
年
の
死
後
「
私
」
が
一
人
で
天

主
台
に
登
り
、
哲
学
的
な
も
の
思
い
に
耽
っ
た
部
分
以
外
は
、
独
歩
の
虚
構
で
あ

る
。
そ
の
せ
い
か
一
箇
所
ど
う
し
て
も
不
自
然
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ

れ
は
六
蔵
が
行
方
不
明
に
な
り
、
「
私
」
も
田
口
の
僕
を
一
人
連
れ
、
提
灯
を
持
っ

て
夜
の
城
山
に
行
き
、
六
蔵
の
死
骸
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
独
歩
は
そ
れ

を
「
天
主
台
の
上
に
出
て
、
石
垣
の
端
か
ら
下
を
の
ぞ
い
て
行
く
中
に
北
の
最
も

高
い
角
の
真
下
に
六
蔵
の
死
骸
が
堕
ち
て
居
る
の
を
発
見
し
ま
し
た
」
と
書
い
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
天
主
台
に
登
っ
て
み
る
と
、
「
北
の
最
も
高
い
角
の
真
下
」

ま
で
提
灯
の
光
が
届
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
面
は
独
歩
の

創
造
し
た
文
学
空
間
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
「
私
」
は
、
六
蔵
の
死
因
を
「
鳥
の
や
う
に
空
を
翔
け
廻
る
積
り
で
石
垣

の
角
か
ら
身
を
躍
ら
し
た
も
の
」
と
考
え
る
。
こ
こ
に
至
る
伏
線
を
独
歩
は
一
の

最
後
お
よ
び
三
の
最
後
に
、
巧
み
に
敷
い
て
い
る
の
で
、
「
私
」
の
こ
の
考
え
は
自

然
に
肯
定
さ
れ
る
。

　
六
蔵
の
葬
式
の
翌
日
、
「
私
」
は
独
り
天
主
台
に
登
っ
た
。
そ
し
て
六
蔵
の
こ
と

を
思
う
と
人
生
不
思
議
の
思
い
に
堪
え
な
か
っ
た
。
「
人
類
と
他
の
動
物
の
相
違
」

「
人
類
と
自
然
と
の
関
係
」
「
生
命
と
死
」
な
ど
と
い
う
問
題
が
、
「
私
」
の
心
に

　
　
　
　
　
か
な
し
み
　
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
ふ
と
こ
ろ
　
’
―
　
　
　
　
　
　
゛

「
深
い
深
い
哀
を
起
し
」
た
。
「
私
」
は
童
の
霊
が
自
然
の

懐
に
返
っ
た
と
い
う
意
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を
詠
じ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
「
こ
の
詩
よ
り
も
六
蔵
の

こ
と
は
更
に
意
味
あ
る
よ
う
に
」
感
じ
た
。
そ
し
て
、
石
垣
の
上
に
立
っ
て
春
の

空
を
自
在
に
飛
ん
で
い
る
鳥
を
見
て
、
そ
れ
を
六
蔵
だ
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

　
「
人
類
と
他
の
動
物
の
相
違
」
に
関
し
て
は
、
北
野
昭
彦
の
見
解
を
先
に
引
用
し

た
。
「
人
類
と
自
然
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
指
示
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
類
は
自
然
か
ら
「
霊
知
」
を
承
け
て
、

自
然
の
児
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
し
自
然
は
、
時
に
六
蔵
の
よ
う
な
児
を

も
生
む
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
者
た
ち
は
ま
た
、
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
の
詩
の
よ
う
に
自
然
の
懐
に
返
っ
て
い
く
。

　
そ
れ
で
は
六
蔵
は
自
然
の
懐
に
返
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩

よ
り
も
六
蔵
の
こ
と
が
更
に
意
味
が
あ
る
と
作
者
が
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ

こ
に
は
も
っ
と
別
な
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
別
な

意
味
と
は
何
か
。
そ
れ
は
六
蔵
を
、
六
蔵
が
生
前
最
も
憧
れ
て
い
た
鳥
に
転
生
さ

せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
小
説
の
最
後
は
、
最
も
感
動
的
な
場
面
で
あ
る
。
六
蔵
の
新
し
い
墓
に
お

詣
り
す
る
つ
も
り
で
、
城
山
の
北
に
あ
る
墓
地
に
出
か
け
た
「
私
」
は
、
そ
こ
で

六
蔵
の
墓
に
語
り
か
け
て
い
る
母
親
と
出
合
う
。
こ
の
「
憐
れ
な
母
親
は
其
児
の

死
を
却
て
、
児
の
た
め
に
幸
福
だ
と
い
い
な
が
ら
も
泣
い
て
」
い
た
母
親
で
あ
っ

た
。
彼
女
は
そ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
「
私
」
に
、
六
は
な
ぜ
鳥
の
真
似
を
し
た

の
か
と
聞
く
。
鳥
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
と
答
え
る
と
、
彼
女
は
両
手
を
広
げ
鳥
の

持
翼
の
真
似
を
し
て
「
斯
し
て
其
処
ら
を
飛
び
歩
き
ま
し
た
よ
。
ハ
イ
、
そ
う
し

て
鳥
の
啼
く
真
似
が
上
手
で
し
た
」
と
眼
の
色
を
変
え
て
話
す
。
そ
の
様
子
を
見

て
「
私
」
は
思
わ
ず
眼
を
ふ
さ
い
で
し
ま
う
。

　
城
山
の
森
か
ら
浜
の
方
へ
、
一
羽
の
烏
が
鳴
き
な
が
ら
飛
ん
で
い
く
。
す
る
と

母
親
は
急
に
話
を
止
め
て
、
そ
れ
を
茫
然
と
見
送
っ
て
い
た
。
独
歩
は
そ
こ
に
、

　
「
こ
の
一
羽
の
鳥
を
六
蔵
の
母
親
が
何
と
見
た
で
せ
う
。
」
と
い
う
余
韻
の
響
く
一

行
を
添
え
て
、
こ
の
小
説
を
結
ん
で
い
る
。

　
六
蔵
の
不
慮
の
死
は
独
歩
の
想
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
六
蔵
の
母
親
が
そ

の
死
を
悲
し
み
な
が
ら
も
、
そ
の
児
の
た
め
に
幸
福
だ
っ
た
と
思
う
時
、
そ
こ
に

は
不
具
の
児
を
持
っ
た
母
親
の
心
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、

独
歩
自
身
の
想
念
で
も
あ
っ
た
。

　
独
歩
は
初
め
六
蔵
を
奇
妙
な
少
年
と
し
て
「
私
」
の
前
に
登
場
さ
せ
る
。
次
に

そ
の
少
年
の
正
体
を
明
か
し
、
「
私
」
に
哀
憐
の
情
を
懐
か
せ
る
。
そ
の
上
で
、
独

歩
が
佐
伯
時
代
に
最
も
愛
し
た
城
山
の
石
垣
に
そ
の
白
痴
の
少
年
を
配
し
て
、

　
「
私
」
に
ま
る
で
天
使
の
よ
う
だ
と
見
さ
せ
、
自
然
の
児
か
と
思
わ
せ
る
。
そ
し

て
最
後
に
、
不
慮
の
死
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
年
を
自
然
の
懐
に
返
し
、
少

年
が
最
も
愛
し
た
鳥
に
転
生
し
た
と
「
私
」
に
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、

　
「
私
」
の
哀
憐
の
情
は
一
貫
し
て
少
年
と
母
親
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

白
痴
に
生
ま
れ
つ
い
た
少
年
の
運
命
に
対
す
る
独
歩
の
同
情
か
ら
出
た
も
の
で
あ

っ
た
。

　
少
年
が
鳥
に
な
る
と
い
う
発
想
を
「
片
恋
」
に
求
め
た
の
は
安
田
保
雄
で
あ
る
。

私
も
か
っ
て
そ
れ
を
、
大
分
の
傾
山
に
伝
え
ら
れ
る
古
作
お
と
し
の
伝
説
に
求
め

た
こ
と
が
あ
d
F
そ
れ
は
、
い
わ
た
け
（
茸
）
を
取
り
に
来
た
古
作
が
岩
棚
に

取
り
残
さ
れ
、
自
分
が
鳥
に
な
っ
た
思
い
に
か
ら
れ
て
、
岩
棚
か
ら
飛
び
降
り
て

死
ん
だ
と
い
う
伝
説
で
あ
っ
た
。

　
人
が
死
ん
で
鳥
に
化
す
伝
承
は
日
本
に
も
古
く
か
ら
あ
る
の
で
、
独
歩
の
創
意

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
く
と
も
こ
の
作
品
で
は
周
到
な
用
意
の
も
と
に
、

死
ん
だ
六
蔵
を
「
春
の
鳥
」

は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

て
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
つ
い
て
山
田
博
光

　
　
　
（
六
蔵
は
）
白
痴
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
通
の
人
以
上
に
、
地
上
に
し
ば

　
　
り
つ
け
ら
れ
、
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
六
蔵
が
鳥
に
憧
れ
る
の
は
、
鳥
の

　
　
よ
う
に
自
由
に
飛
翔
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
（
略
）
鳥
は
自
然

　
　
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
由
の
象
徴
で
も
あ
る
。

　
山
田
は
そ
の
後
で
更
に
「
た
だ
、
六
蔵
が
カ
ラ
ス
に
特
に
関
心
を
寄
せ
、
小
説

の
結
末
で
春
の
鳥
と
は
い
い
な
が
ら
ウ
グ
イ
ス
で
は
な
く
、
カ
ラ
ス
に
六
蔵
が
化

身
し
た
と
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
生
き
て
い
る
と
き
の
白
痴
の
姿
と
照
応
し
、
一
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層
の
哀
感
を
そ
そ
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
多
分
に
大
人
の
見
方

が
入
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
の
時

間
は
秋
か
ら
春
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
間
、
六
蔵
は
カ
ラ
ス
や
鳥
に
関
心
を
示
し
て

い
る
。
民
間
伝
承
の
世
界
で
も
カ
ラ
ス
は
小
倶
に
と
っ
て
よ
り
親
し
い
存
在
で
あ

る
上
に
、
独
歩
自
身
城
山
の
印
象
に
カ
ラ
ス
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
六
蔵
の
墓

前
で
そ
の
母
親
に
「
ハ
イ
、
こ
う
し
て
烏
の
啼
く
真
似
が
上
手
で
し
た
」
と
言
わ

せ
て
い
る
。
六
蔵
に
と
っ
て
は
カ
ラ
ス
に
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
こ
そ
、
そ
の
理
想

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
独
歩
は
彼
を
カ
ラ
ス
に
転
生
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
独
歩
自
身
の
自
然
回
帰
の
熱
い
希
求
も
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
結
論
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
春
の
鳥
」
は
、
独
歩
が
あ
ら
ゆ
る
意

味
に
お
い
て
心
牽
か
れ
た
山
中
泰
雄
を
、
彼
が
最
も
愛
し
た
城
山
の
自
然
の
中
に

少
年
の
ま
ま
永
遠
に
閉
じ
込
め
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
を
祝
祷
し
た
小
説

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
こ
の
小
説
は
、
「
独
歩
の
佐
伯
時

代
を
記
念
す
る
名
作
」
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
注

（
Ｉ
）
明
治
3
7
年
３
月
1
5
日
発
行
の
『
女
学
世
界
』
（
第
４
巻
第
４
号
）
に
発
表
さ
れ
た
。

（
２
）
昭
和
4
3
年
1
0
月
１
日
第
三
刷
発
行
・
学
習
研
究
社
。
編
著
者
は
国
木
田
独
歩
全
集
編
纂
委

　
　
貝
会
。
な
お
同
全
集
収
載
の
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
後
篇
の
明
治
二
十
九
年
九
月
七
日
の
項

　
　
に
「
吾
が
身
今
は
渋
谷
村
な
る
閑
居
に
在
り
。
（
略
）
四
日
に
移
転
し
た
り
。
」
と
あ
り
、

　
　
同
年
十
二
月
三
十
日
の
項
に
「
一
昨
日
人
見
氏
と
相
談
の
上
、
再
び
入
社
す
る
こ
と
と
な

　
　
り
ぬ
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
坂
本
浩
『
国
木
田
独
歩
』
（
昭
1
7
・
三
省
堂
）
、
長
谷
川
泉
『
近
代
名
作
鑑
賞
』
第
五
版
（
昭

　
　
5
8
・
至
文
堂
）

（
４
）
角
川
文
庫
『
牛
肉
と
馬
齢
薯
』
（
昭
3
2
）
の
坂
本
浩
の
「
解
説
」
。

（
５
）
辻
元
明
子
説
（
長
谷
川
泉
『
近
代
名
作
鑑
賞
』
に
よ
る
）
。

（
６
）
安
田
保
雄
著
『
比
較
文
学
論
考
』
（
昭
4
4
・
学
友
社
）
所
収
の
論
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

（
７
）
そ
こ
に
は
、
「
「
早
や
、
夜
の
乍
二
時
も
過
ぎ
ぬ
。
（
略
）
今
二
葉
亭
の
訳
し
た
る
ツ
ル
ゲ
ネ

　
　
―

　
　
フ
の
片
恋
を
読
み
終
り
ぬ
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
８
）
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
十
巻
（
昭
4
3
・
学
習
研
究
社
）
に
よ
る
。

（
９
）
独
歩
は
佐
伯
時
代
、
坂
本
永
年
の
家
に
下
宿
し
た
。
小
野
茂
樹
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』

　
　
　
（
昭
3
4
・
ア
ポ
ロ
ン
社
）
に
よ
る
と
、
坂
本
永
年
は
旧
藩
時
代
家
老
職
、
当
時
は
百
九
銀

　
　
行
取
締
役
兼
鶴
谷
学
館
々
長
で
あ
っ
た
。
独
歩
た
ち
は
三
転
し
て
こ
こ
に
下
宿
し
た
と
あ

（
1
0
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
小
野
茂
樹
が
「
春
の
鳥
」
（
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』
所
収
）

　
　
　
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
「
独
歩
の
作
品
は
、
そ
の
描
写
に
ふ
し
ぎ
な
迫
兵
力
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
小
説
中

　
　
　
の
ど
こ
が
事
実
で
ど
こ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
か
区
別
が
つ
き
か
ね
る
場
合
が
多
い
が
、

　
　
　
こ
の
「
春
の
鳥
」
も
細
か
に
見
れ
ば
、
右
の
六
蔵
の
墜
落
死
の
場
面
以
外
に
も
、
潤
色
の

　
　
　
部
分
だ
と
考
え
る
箇
所
は
い
く
ら
か
あ
る
よ
う
で
、
例
え
ば
末
部
の
、
六
蔵
の
母
親
の
狂

　
　
　
人
的
な
ふ
る
ま
い
な
ど
、
そ
れ
が
い
か
に
も
事
実
そ
の
も
の
の
よ
う
に
上
手
に
描
か
れ
て

　
　
　
い
る
が
、
勿
論
こ
れ
は
全
く
独
歩
の
想
に
出
た
つ
く
り
ご
と
で
あ
る
し
、
或
い
は
、
城
山

　
　
　
頂
上
で
村
の
娘
た
ち
が
枯
木
拾
い
に
来
て
い
た
と
い
う
所
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
独
歩
が

　
　
　
目
撃
し
た
事
実
に
従
っ
て
い
る
が
、
そ
の
娘
た
ち
が
六
蔵
を
見
て
仰
天
し
逃
げ
出
し
た

　
　
　
り
、
ま
た
そ
の
六
蔵
が
独
歩
の
傍
に
来
て
二
人
で
話
し
合
う
場
面
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
潤

　
　
　
色
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
な
お
独
歩
は
、
こ
の
少
年
の
両
親
や
姉
（
父
は
山
中
正
巳
、
母
は
シ
ゲ
、
姉
は
ト
リ
、

　
　
　
小
説
中
に
独
歩
は
母
の
実
名
を
姉
の
名
に
用
い
て
い
る
）
を
も
、
小
説
中
に
白
痴
少
年
に

　
　
　
関
係
づ
け
て
、
同
情
す
べ
き
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、
坂
本
真
澄
氏
は
そ
の
実
態
に

　
　
　
つ
い
て
、
そ
の
子
の
父
正
巳
は
決
し
て
酒
飲
み
で
な
く
ま
た
母
、
姉
と
も
に
温
和
な
普
通

　
　
　
の
女
性
で
あ
っ
た
と
思
う
か
と
云
っ
て
い
る
。
」

　
　
　
　
安
田
保
雄
は
、
小
野
の
こ
の
説
を
受
け
て
「
『
片
恋
』
と
独
歩
」
（
『
比
較
文
学
論
考
』
所

　
　
　
収
）
に
お
い
て
、
「
春
の
鳥
」
（
一
）
の
六
蔵
の
城
山
に
お
け
る
敏
捷
な
行
動
を
、
独
歩
は

　
　
　
「
片
恋
」
の
城
趾
を
疾
風
の
如
く
駈
通
る
ア
ー
シ
ャ
に
想
を
得
て
描
い
た
も
の
と
推
定
し

　
　
　
て
い
る
。
同
時
に
六
蔵
の
母
が
六
蔵
死
後
、
そ
の
墓
前
で
鳥
の
傅
翼
を
し
な
が
ら
「
私
」

　
　
　
と
語
る
場
面
に
も
、
「
片
恋
」
の
語
り
手
の
男
と
ア
ー
シ
ャ
が
、
人
間
に
鳥
の
羽
の
生
え
る

８－一



　
　
話
を
し
て
い
る
場
面
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。

（
‥
１
１
）
笹
淵
友
一
　
『
「
文
学
界
」
と
そ
の
時
代
』
下
（
昭
3
8
・
明
治
書
院
）
　
一
四
八
六
頁
。

（
1
2
）
片
岡
良
一
　
『
日
本
浪
漫
主
義
文
学
研
究
』
（
昭
4
2
・
法
政
大
学
出
版
局
）
に
は
「
わ
が
国
の

　
　
作
家
で
は
国
木
田
独
歩
の
「
春
の
鳥
」
（
明
治
三
十
七
年
）
な
ど
に
、
そ
う
し
た
白
痴
を
讃

　
　
美
す
る
思
想
の
片
鱗
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
鳥
の
ま
ね
を
し
て
空
を
飛
ぼ
う
と
思
っ
て

　
　
高
い
崖
か
ら
飛
び
落
ち
て
死
ん
で
七
ま
っ
た
白
痴
の
死
に
、
神
の
道
に
通
ず
る
も
の
（
尊

　
　
さ
）
を
感
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
「
春
の
鳥
」
に
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

　
　
浪
漫
主
義
文
学
の
一
つ
の
頂
点
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
思
潮
の
も
つ
反
常
識
性
へ
の
徴

　
　
底
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
笹
淵
友
一
　
『
「
文
学
界
」
と
そ
の
時
代
』
に
は
「
独
歩
の
意
識
に
よ
れ
ば
、
白
痴
と
天

　
　
使
、
白
痴
と
自
然
の
児
と
は
対
立
概
念
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
白
痴
も
少
年
で
あ
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
天
使
で
あ
り
、
自
然
の
児
な
の
で
あ
る
。
だ
が
単
な
る
少
年
が
六
蔵
程
の
象
徴
性

　
　
を
も
ち
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
六
蔵
は
白
痴
で
あ
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
天
使
で
あ
り
、
自
然
の
児
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
紀
州
の
象

　
　
徴
的
意
義
を
考
へ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
白
痴
の
象
徴
性
を
「
白
痴
な
が
ら
も
」
の

　
　
象
徴
性
に
ま
で
後
退
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
独
歩
の
浪
漫
精
神
の
衰
へ
と
写
実
精
神
の
発
達

　
　
と
を
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
長
谷
川
泉
「
近
代
名
作
鑑
賞
」
第
五
版
（
昭
5
2
・
至
文
堂
）
の
「
一
春
の
鳥
」
に
は
「
こ

　
　
れ
は
、
白
痴
の
六
蔵
が
、
子
供
な
る
が
故
に
、
自
然
の
中
に
融
け
込
ん
で
、
人
間
た
る
こ

　
　
と
を
捨
象
し
、
自
然
の
中
の
Ｉ
点
景
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
。
独
歩
が
傾
倒
し

　
　
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
、
子
供
の
自
然
な
純
真
さ
の
な
か
に
こ
そ
天
国
が
あ
る
こ
と
を
歌
っ

　
　
た
有
名
な
「
幼
年
時
代
を
追
想
し
て
不
死
を
知
る
頌
」
を
思
い
起
さ
せ
る
。
（
詩
の
英
文
題

　
　
名
省
略
）
」
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゝ

　
　
　
　
山
田
博
光
『
国
木
田
独
歩
論
考
』
（
昭
5
3
・
創
世
紀
）
の
［
春
の
鳥
］
に
は
「
白
痴
少
年

　
　
六
蔵
の
中
に
純
真
な
少
年
の
姿
を
発
見
し
、
感
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
痴
で
あ
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
少
年
の
純
真
さ
が
一
層
そ
こ
な
わ
れ
ず
に
き
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ

　
　
の
作
品
は
少
年
の
純
真
さ
を
讃
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
少
年
讃
美
の
作
品

　
　
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
」
と
あ
る
。

　
　
　
北
野
昭
彦
は
こ
れ
ら
の
説
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
（
昭

　
　
4
9
・
桜
楓
杜
）
の
第
七
章
「
「
白
痴
讃
美
」
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
『
春
の
鳥
』
」
に
お
い

　
　
て
、
「
（
略
）
六
蔵
が
「
白
痴
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
使
で
あ
り
、
自
然
の
児
」
と
は
な

　
　
ら
ず
、
「
白
痴
も
少
年
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
使
で
あ
り
、
自
然
の
児
な
の
で
あ
る
」
の

　
　
も
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
独
歩
の
小
説
は
、
「
少
年
讃
美
」
に
は
な
り
得
て
も
、
は
し
め

　
　
か
ら
「
白
痴
讃
美
」
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
／
六
蔵
は
積
極
的
肯
定
の
対
象
で

　
　
は
あ
り
得
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
3
）
注
（
1
0
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
4
）
拙
稿
「
近
代
文
学
と
口
承
文
芸
」
（
『
口
承
文
芸
研
究
』
昭
6
0
・
第
８
号
所
収
）
。

（
1
5
）
『
国
木
田
独
歩
論
考
』
（
昭
5
3
・
創
世
紀
）
の
二
〇
〇
頁
。

（
1
6
）
長
谷
川
泉
『
近
代
名
作
鑑
賞
』
（
昭
5
8
・
至
文
堂
）
二
Ｉ
○
頁
。

－９－
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