
堀
辰
雄
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」

小
論

一
　
は
じ
め
に

　
　
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
は
『
蜻
蛉
日
記
』
上
・
中
巻
に
材
を
と

っ
て
執
筆
さ
れ
、
昭
和
十
二
年
十
一
月
に
脱
稿
、
翌
十
二
月
に

『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
。
以
降
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
「
銕
捨
」
「
鵬

野
」
と
続
く
堀
辰
雄
の
王
朝
小
説
の
第
一
作
で
あ
る
。
当
時
の
社

会
情
勢
や
堀
の
状
況
か
ら
堀
辰
雄
の
日
本
回
帰
、
枡
目
信
夫
・
リ

ル
ケ
と
の
影
響
関
係
等
を
考
慮
し
つ
つ
諭
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

作
品
は
つ
と
に
福
永
武
彦
ら
の
指
摘
玉
が
あ
る
よ
う
に
、
「
物
語

の
女
」
の
続
編
と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
作
品
は
、
単
に
王
朝
小
説
の
唱
矢
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
堀
の
芥
川
体
験
を
起
点
と
し
「
聖
家
族
」
「
物
語
の
女
」

「
菜
穂
子
」
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
と
生
涯
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ

る
ロ
マ
ン
「
菜
穂
子
サ
イ
ク
ル
」
の
作
品
群
に
も
つ
な
が
る
作
品

な
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
作
品
は
「
風
立
ち
ぬ
」
の
終
章
が

山
　
本
　
裕
　
一

書
け
ず
に
越
冬
し
た
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の

脱
稿
後
ひ
る
が
え
っ
て
す
ぐ
「
風
立
ち
ぬ
」
の
終
章
が
書
か
れ
て

い
る
写
こ
ｏ
　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
が
刻
の
さ
ま

ざ
ま
な
系
統
の
作
品
群
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
刻
文
学

を
考
え
る
際
に
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
作
品
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
こ
の
作
品
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
自
作
解
説
と
も
言
え
る

「
七
つ
の
手
紙
」
（
昭
和
十
三
年
八
月
、
「
新
潮
」
に
「
山
村
雑
記
」

の
題
で
発
表
）
に
詳
し
い
。
そ
こ
で
は
、
刻
は
リ
ル
ケ
を
介
し
て

古
典
に
接
近
し
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
中
に
「
恋
す
る
女
」
を
発
見

し
た
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
刻
辰
雄
辞
典
五
に
も
あ
る

よ
う
に
こ
の
作
品
を
理
解
す
る
上
で
、
定
説
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
当
時
刻
は
、
作
品
、
書
簡
、
日
記
な
ど
で
お
び
た
だ
し
く

リ
ル
ケ
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
リ
ル
ケ
の
影
響
力
の
犬
き
さ
は

１－-



明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
先
の
「
七
つ
の
手
紙
」
を
は
じ
め
と
す
る

堀
の
さ
ま
ざ
ま
な
発
言
か
ら
、
こ
の
作
品
へ
の
リ
ル
ケ
の
影
響
関

係
は
否
み
が
た
い
。
た
と
え
ば
「
木
の
十
字
架
」
（
昭
和
十
五
年

七
月
『
知
性
』
）
で
は
掘
は
立
原
道
造
を
「
恋
し
つ
つ
、
し
か
も

恋
人
か
ら
別
離
し
て
、
そ
れ
に
身
を
震
は
せ
つ
つ
堪
へ
る
」
「
リ

ル
ケ
イ
ア
ン
」
と
評
し
て
お
り
、
こ
の
定
義
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日

記
」
の
女
主
人
公
の
置
か
れ
た
状
況
と
近
似
し
て
い
る
。
こ
れ
Ｉ

つ
と
っ
て
み
て
も
作
品
へ
の
影
響
は
見
て
取
れ
よ
う
。

　
し
か
し
、
リ
ル
ケ
の
影
響
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
の
み
作
品
を

見
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
今
回
の
論
考
で
は
、
物
語
の
女
の
続

編
と
し
て
作
品
を
見
た
時
、
何
か
見
え
て
く
る
の
か
、
原
典
と
は

異
な
る
登
場
人
物
の
描
写
か
ら
吟
味
し
、
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と

し
た
い
。

一

一

本
文
の
改
稿
に
つ
い
て

「
物
語
の
女
」
の
テ
ー
マ
の
変
奏
と
し
て
ー

　
　
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
は
後
に
昭
和
十
四
年
二
月
『
文
芸
春
秋
』

に
発
表
さ
れ
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
あ
わ
せ
て
同
年
六
月
に
創
元

社
よ
り
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の
際
、
若

千
の
改
稿
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
堀
文
学
に
お
け
る
位
相
を

考
え
る
に
際
し
独
立
し
た
作
品
と
し
て
扱
い
た
い
た
め
、
テ
キ
ス

ト
と
し
て
は
初
出
の
「
改
造
」
の
文
章
を
使
用
し
、
「
ほ
と
と
ぎ

す
」
と
切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と

の
間
に
一
年
以
上
の
時
聞
か
流
れ
、
い
く
つ
か
の
作
品
が
書
か
れ

て
い
る
こ
と
と
、
同
じ
主
人
公
で
あ
っ
て
も
そ
の
女
性
像
に
か
な

り
の
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
扱
う
の

に
無
理
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
「
ほ
と

と
ぎ
す
」
は
「
殆
ど
私
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
本
来
は
「
『
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
』
な
る
表
題
の
下
に
一
括
す
べ
き
」
だ
が
切
り
難
し
　
　
　
２

‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

て
「
『
ほ
と
と
ぎ
す
』
と
い
う
表
題
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
方
が
自

然
で
よ
い
」
（
「
堀
辰
雄
作
品
集
第
四
・
晩
夏
」
あ
と
が
き
、
昭
和

二
十
二
年
九
月
、
角
川
書
店
）
と
す
る
作
品
集
収
録
時
の
堀
の
判

断
と
も
合
致
す
る
の
で
、
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
初
出
か
ら
単
行
本
へ
の
本
文
の
改
稿
の
内
容
に
つ
い
て
見
る
と
、

改
稿
の
う
ち
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
は
、
表
題
の
次
に
置
か
れ
た

「
＊
＊
＊
様
」
宛
の
「
無
名
の
女
」
か
ら
の
手
紙
文
の
削
除
で
あ

る
。
こ
の
箇
所
を
除
く
と
、
後
述
す
る
数
例
と
、
初
出
で
は
「
あ



の
子
」
と
あ
っ
た
息
子
の
呼
称
が
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
同
じ
「
道

綱
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
以
外
、
異
同
の
ほ
と
ん
ど
が
紺
か

な
字
句
の
修
正
、
言
い
回
し
の
変
更
・
追
加
（
修
飾
語
を
増
や
す

な
ど
、
状
況
・
感
情
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
）
で
あ
る
。
改
稿

は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
合
わ
せ
て
主
人
公
の
感
情
の
激
し
さ
を
増

し
つ
つ
、
一
つ
の
歴
史
小
説
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
作
業
が
主

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
作
品
集
収
録
時
に
削
除
さ
れ
た
手
紙
の
部
分
は
、
初
出
時
の
作

品
の
枠
組
み
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
無
名
の
女
」
は

数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
母
の
手
帳
の
処
理
に
困
っ
て
お
り
、
最
近

知
り
合
い
に
な
っ
た
人
か
ら
の
薦
め
で
＊
＊
＊
に
そ
の
手
帳
を
送

っ
た
と
い
う
事
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
は
ず
ゐ
ぶ
ん
躊
躇
い
た
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
こ

の
程
「
物
語
の
女
」
な
ど
拝
見
い
た
し
ま
す
に
つ
け
、
あ
な

た
様
な
ら
（
中
略
）
こ
の
、
古
い
日
記
に
託
し
て
な
り
と
、

せ
め
て
ご
自
分
を
生
か
さ
う
と
な
さ
れ
た
母
の
お
気
持
ち
も

よ
く
御
わ
か
り
下
さ
れ
る
か
と
も
思
は
れ
ま
す
の
で
、
こ
の

手
帳
を
お
送
り
す
る
決
心
を
い
た
し
ま
し
た
。

　
文
中
に
見
え
る
堀
の
作
品
名
「
物
語
の
女
」
か
ら
宛
先
の
＊
＊

＊
が
堀
を
暗
示
す
る
こ
と
、
娘
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
の
作
者
で
あ
る
「
無
名
の
女
」
の
母
と
「
物
語
の

女
」
の
女
主
人
公
が
近
い
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
母
が
娘
に
日
記
を
残
す
こ
と
、
娘

が
母
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
、
も
て
あ
ま
し
て
日
記
を
手
放
す

こ
と
は
、
前
作
「
物
語
の
女
」
の
娘
、
後
年
の
「
菜
穂
子
」
の
菜

穂
子
を
想
起
さ
せ
る
。

　
ま
た
、
堀
文
学
の
読
者
な
ら
、
次
に
挙
げ
る
こ
の
作
品
中
の
あ

と
ニ
箇
所
の
大
き
な
改
稿
か
ら
、
「
聖
家
族
」
（
昭
和
五
年
十
一
月
　
　
　
‐
３

‐

『
改
造
』
）
の
「
ど
ち
ら
が
相
手
を
よ
り
多
く
苦
し
ま
す
こ
と
が
出

来
る
か
私
た
ち
は
試
し
て
見
ま
せ
う
」
と
い
う
手
紙
の
切
れ
端
に

書
か
れ
た
言
葉
や
「
物
語
の
女
」
（
昭
和
九
年
十
月
『
文
芸
春
秋
』
）

で
森
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
の
一
節
「
わ
れ
を
こ
そ
君
は
愛
さ
ん
、

わ
れ
君
を
苦
し
め
た
れ
ば
…
…
」
と
い
う
言
葉
、
そ
れ
ら
の
言
葉

に
集
約
さ
れ
た
両
作
品
の
苦
し
め
あ
う
愛
の
モ
チ
ー
フ
を
想
起
す

る
こ
と
は
難
し
く
な
か
ろ
う
。

さ
う
し
て
こ
の
苦
し
み
の
値
に
わ
が
身
が
は
か
な
く
な
っ
て



呉
れ
れ
ば
と
さ
へ
切
に
願
っ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
ま
だ
私
は
苦
し
み
足
り
な
か
っ
た
と
で
も
申
し
ま

す
の
か
、
又
か
う
し
て
心
憂
い
里
住
ま
い
を
い
た
す
や
う
に

な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
か
う
い
ふ
今
の
私
を
も
▽
同
お
見

分
け
が
っ
か
ぬ
と
見
え
、
あ
の
方
は
昔
と
少
し
も
変
ら
ぬ
苦

し
み
を
私
に
お
与
へ
な
さ
い
ま
す
が
、
本
当
に
こ
の
頃
の
私

と
申
し
ま
し
た
ら
、
も
う
さ
う
い
ふ
あ
の
方
ゆ
ゑ
の
苦
し
み

無
し
に
は
、
も
っ
と
も
っ
と
は
か
な
く
て
、
あ
る
か
な
い
か

知
れ
な
い
程
に
な
っ
て
し
ま
ひ
さ
う
だ
と
思
ふ
位
で
ご
ざ
い

ま
す
。
（
「
そ
の
七
」
、
以
下
七
と
略
記
。
「
そ
の
ハ
」
ま
で
同

様
に
略
記
）

そ
の
お
方
か
ら
は
な
ぜ
か
、
（
私
と
い
み
も
の
の
何
処
か
に

は
自
分
で
も
知
ら
ず
識
ら
ず
に
人
を
苦
し
め
る
や
う
な
と
こ

ろ
が
あ
る
の
だ
ら
う
か
し
ら
？
）
い
つ
も
私
の
事
を
お
恨
み

な
さ
る
や
う
な
御
返
事
ぽ
か
り
お
よ
こ
し
に
な
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

前
者
に
は
愛
の
苦
し
み
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
の
過
程
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
（
「
本
当
に
」
の
前
の
部
分
。
単
行
本
収
録
時
に

は
削
ら
れ
る
）
。
「
わ
が
身
が
は
か
な
く
」
な
っ
て
夫
に
対
す
る
苦

し
み
の
な
く
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
女
が
、
苦
し
み
が
な
く
な

る
と
「
あ
る
か
な
い
か
」
に
な
る
ほ
ど
そ
の
苦
し
み
を
望
む
よ
う

に
な
っ
た
と
、
逆
転
し
た
女
の
心
理
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
後
の
場
面
で
、
「
別
人
の
や
う
に
」
見
え
る
女
に
不
安
に
な

り
乱
暴
す
る
夫
に
、
女
は
「
そ
ん
な
心
に
も
な
い
乱
暴
な
こ
と
を

な
さ
り
な
が
ら
、
反
っ
て
あ
の
方
が
私
に
お
苦
し
め
ら
れ
に
な
つ

て
ゐ
る
」
の
に
「
御
自
分
で
は
そ
れ
に
は
一
向
お
気
づ
き
な
さ
れ

よ
う
と
も
せ
ず
に
入
ら
つ
し
や
る
ら
し
か
っ
た
」
（
八
）
と
考
え
て
　
　
　
ル

い
る
。
こ
の
作
品
末
尾
に
は
、
愛
す
る
男
に
苦
し
む
愛
人
、
愛
人

に
苦
し
む
男
、
《
芥
川
体
験
》
か
ら
堀
が
見
出
し
た
モ
チ
ー
フ
「
苦

し
め
あ
う
愛
」
が
そ
の
実
体
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
後
者
の
引
用
は
兼
家
の
正
妻
に
出
し
た
手
紙
な
の
で
本
来

は
「
苦
し
め
あ
う
愛
」
の
テ
ー
マ
に
関
係
は
な
い
。
し
か
し
、
「
御

自
分
で
は
そ
れ
に
は
一
向
お
気
づ
き
な
さ
れ
よ
う
と
も
せ
ず
に
入

ら
つ
し
や
る
ら
し
か
っ
た
」
（
ハ
）
と
い
う
言
葉
と
こ
の
引
用
を

頭
に
お
き
、
引
用
中
の
「
そ
の
お
方
」
を
兼
家
と
読
み
か
え
る
と
、

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
兼
家
が
実
は
作
品
冒
頭
か
ら
女
か
ら
傷
つ



け
ら
れ
、
苦
し
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
読
み
の
可
能
性

を
教
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
単
行
本
の
文
章
で
は
「
或
は
私
だ
け

が
別
し
て
人
の
苦
し
み
と
い
ふ
も
の
を
過
当
に
見
る
や
う
な
と
こ

ろ
が
あ
る
の
だ
ら
う
か
し
ら
」
と
カ
ッ
コ
内
を
書
き
直
さ
れ
、
幾

分
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
変
わ
っ
た
次
文
に
続
い
て
「
誰
も
か
も
み
ん
な

さ
う
い
ふ
私
を
お
避
け
に
な
つ
た
と
み
え
る
」
と
書
き
加
え
ら
れ
、

単
な
る
女
の
自
意
識
の
問
題
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
に
初
出
の
原
稿
は
「
物
語
の
女
」
と
の
関
係
が
深
い
。

し
か
し
、
「
聖
家
族
」
で
は
過
去
の
話
と
し
て
主
人
公
の
苦
し
み

を
生
む
存
在
と
し
て
点
描
さ
れ
、
「
物
語
の
女
」
で
は
主
人
公
に

よ
っ
て
直
接
的
に
は
回
避
さ
れ
た
、
妻
あ
る
男
と
女
の
「
苦
し
め

あ
う
愛
」
は
、
こ
の
作
品
で
は
は
っ
き
り
と
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
愛
を
求
め
続
け
る
女
主
人
公
を
描
い
た
こ
の
作
品

は
、
そ
こ
か
ら
回
避
し
よ
う
と
し
た
三
村
夫
人
を
描
い
た
「
物
語

の
女
」
の
陰
画
、
変
奏
な
の
で
あ
る
。

三
　
原
典
と
の
対
照
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

　
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
行
文
献
で
原
典
と
の
比
較
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
「
堀
辰
雄
辞
典
」
の
記
載
を
見
る
と
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

　
原
典
と
の
比
較
で
は
、
塚
本
康
彦
が
「
原
典
に
沸
騰
し
逆

巻
く
女
の
激
情
怨
念
が
、
堀
の
解
説
に
よ
っ
て
萎
え
、
冷
え
」

た
と
酷
評
し
た
（
「
平
安
朝
文
学
－
堀
辰
雄
の
日
本
的
な
も

の
」
昭
3
6
・
３
「
解
釈
と
鑑
賞
」
）
。
こ
れ
を
受
け
て
杉
野
要

吉
は
、
堀
は
恣
意
的
な
省
略
に
よ
っ
て
歴
史
小
説
の
試
み
に

失
敗
し
て
リ
ル
ケ
的
主
題
に
転
換
し
た
、
と
新
見
を
提
起
し

た
（
「
堀
辰
雄
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
つ
い
て
Ｉ
歴
史
小

説
の
挫
折
」
（
昭
4
5
・
２
）
。
大
森
拓
之
介
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
　
　
［
マ

日
記
］
で
は
原
典
に
縛
ら
れ
て
お
り
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
で

「
愛
す
る
女
」
は
成
長
し
た
と
と
い
た
（
『
演
習
　
太
宰
　
堀

石
坂
』
昭
4
4
・
７
、
審
美
社
）
。
な
お
、
原
典
は
序
文
か
ら

解
釈
が
分
か
れ
て
お
り
、
原
典
を
深
く
と
ら
え
た
比
較
が
望

ま
れ
る
。

　
　
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
は
そ
の
後
編
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
火
事

で
資
料
を
消
失
し
た
た
め
自
由
に
書
か
れ
た
の
と
異
な
り
、
記
事

の
順
序
が
前
後
す
る
こ
と
を
除
け
ば
、
特
に
新
た
な
エ
ピ
ソ
ー
ド



を
創
作
す
る
こ
と
も
な
く
、
少
な
く
と
も
本
文
の
記
述
を
追
っ
て

書
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
作
品
で
あ
る
。
精
密
な
原
典
と
の

全
文
対
照
・
検
討
を
行
っ
て
い
る
、
大
森
郁
之
助
の
「
『
か
げ
ろ

ふ
の
日
記
』
の
強
さ
と
弱
さ
二
万
杉
野
論
文
（
５
）
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
参
考
に
ま
と
め
て
言
う
と
、
こ
の
作
品
に
お
け
る

堀
の
創
作
は
ほ
ぼ
心
理
描
写
に
限
ら
れ
、
事
件
の
創
作
は
な
い
。

原
典
か
ら
除
か
れ
た
部
分
は
贈
答
歌
と
、
大
筋
と
関
係
の
薄
い
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
大
半
で
あ
る
。
大
森
氏
は
そ
の
状
況
を
「
素
材
と
謂

う
よ
り
も
原
作
と
謂
う
方
が
」
「
妥
当
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
原
典
を
か
な
り

忠
実
に
た
ど
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
は
先
の
引

用
に
あ
る
よ
う
に
原
典
と
の
能
能
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

一
体
ど
こ
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

　
原
典
に
沿
っ
て
忠
実
に
書
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
以
上
、
そ

れ
は
原
典
か
ら
の
逸
脱
部
分
、
す
な
わ
ち
、
省
略
部
分
、
加
筆
部

分
、
変
更
点
を
精
査
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
原
典
は
長
い
作
品
で
、
解
釈
も
多
岐
に
わ
た
る
た
め
判
断
に

苦
し
む
と
こ
ろ
も
多
い
。
ま
た
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に

杉
野
、
大
森
の
二
氏
を
は
じ
め
と
す
る
精
密
な
原
典
と
の
対
照
研

究
が
あ
り
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
愚
は
避
け
た
い
。
そ
こ
で
今
回
は
、

先
行
論
文
を
助
け
に
、
堀
の
加
筆
部
分
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
傾
向

を
拾
い
、
そ
れ
を
分
析
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
検
討
箇
所
を
原
典
と
明
ら
か
に
異
な
る
加
筆
・
変
更
部
分
に
限

っ
て
見
る
と
、
私
見
で
は
原
典
と
の
能
舶
を
生
じ
る
因
子
と
し
て

三
つ
の
因
子
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
堀
の
モ

チ
ー
フ
が
現
れ
て
い
る
。
以
下
順
に
述
べ
る
こ
と
す
る
。

四
　
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
女
性
像

　
　
　
　
―
夢
見
が
ち
な
近
代
人
と
し
て
の
設
定
－

　
第
一
の
因
子
は
主
人
公
の
分
析
的
、
自
嘲
的
な
、
し
か
し
、
夢

見
が
ち
な
近
代
的
女
性
と
し
て
の
性
格
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
大

森
論
文
で
は
「
（
Ｂ
）
近
代
人
風
な
、
露
悪
的
人
間
観
や
自
虐
的

心
情
」
「
（
Ｃ
）
強
い
自
意
識
、
お
よ
び
、
自
他
の
心
理
に
対
す
る

客
観
的
、
分
析
的
態
度
」
「
（
Ｄ
）
他
者
の
不
幸
に
対
す
る
強
い
関

心
」
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
森
論
文
は
「
こ
れ
ら
の

彼
女
の
性
向
は
、
兼
家
と
の
関
係
と
い
う
作
品
の
主
題
を
直
接
か

つ
本
質
的
に
性
格
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
」
と
軽
く
触
れ
る
に
と

ど
め
て
い
る
が
、
主
人
公
の
性
格
設
定
の
変
更
の
意
味
に
つ
い
て

６



は
や
は
り
一
考
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

　
夫
の
浮
気
相
手
の
「
坊
の
小
路
の
女
」
の
子
が
死
ん
だ
時
、
原

典
に
も
存
在
す
る
、
本
当
に
「
す
っ
ぱ
り
と
」
し
た
と
い
う
女
の

気
持
ち
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
感
懐
が
書
き
加
え
ら
れ
る
。

－
こ
ん
な
入
ら
し
く
も
な
い
心
の
中
ま
で
此
処
に
書
き
っ

け
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
た
め
ら
は
れ
も
し
た
け
れ
ど
、
か
う

云
ふ
と
こ
ろ
に
反
っ
て
生
き
生
き
と
し
た
人
の
心
の
姿
が
現

は
れ
て
ゐ
る
か
と
も
思
へ
る
の
で
、
こ
の
私
と
云
ふ
も
の
を

す
っ
か
り
分
っ
て
貰
ふ
た
め
に
は
、
や
は
り
さ
う
云
ふ
も
の

ま
で
何
も
か
も
私
は
こ
の
日
記
に
っ
け
て
お
き
た
い
の
で
あ

る
。
（
二
）

　
こ
の
場
面
、
彼
女
は
日
記
を
書
き
つ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

に
、
自
分
の
こ
と
を
「
す
つ
か
り
分
っ
て
」
貰
お
う
と
願
っ
て
い

る
。
個
人
の
純
粋
な
思
い
で
は
な
く
、
一
般
化
さ
れ
た
「
生
き
生

き
と
し
た
人
の
心
」
を
書
く
作
家
的
欲
求
に
と
り
つ
か
れ
て
お
り
、

こ
こ
に
は
作
者
堀
の
意
図
が
透
け
て
見
え
る
。
書
か
れ
て
い
る
も

の
は
も
は
や
原
典
の
夫
の
「
愛
を
独
占
し
た
い
」
女
の
情
念
で
は

な
く
、
近
代
人
の
自
意
識
で
あ
る
。
原
典
の
道
綱
母
は
夫
の
愛
を

奪
っ
た
女
が
子
を
失
っ
た
こ
と
に
溜
飲
を
下
げ
て
い
る
ば
か
り
で
、

「
生
き
生
き
と
し
た
人
の
心
」
を
描
く
こ
と
も
、
「
す
つ
か
り
分
っ

て
貰
う
」
こ
と
も
望
ん
で
は
い
ま
い
。
原
典
の
情
念
が
「
堀
の
解

説
に
よ
っ
て
萎
え
、
冷
え
た
」
「
原
典
『
蜻
蛉
日
記
』
に
息
づ
く

歴
史
的
真
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
」
（
前
出
超
辰
雄
辞
典
の
記
載
）
と

す
る
諸
氏
の
批
判
の
対
象
と
な
る
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、

た
と
え
ば
本
稿
二
節
で
用
い
た
引
用
「
私
と
い
ふ
も
の
の
何
処
か

に
は
自
分
で
も
知
ら
ず
識
ら
ず
に
人
を
苦
し
め
る
や
う
な
と
こ
ろ

が
あ
る
の
だ
ら
う
か
し
ら
」
の
よ
う
に
、
女
は
自
ら
を
省
み
、
自

意
識
に
苦
し
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
作
中
に
多
く
、
女

は
常
に
分
析
し
、
苦
悩
す
る
近
代
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
女
の
自
己
分
析
の
う
ち
注
目
し
た
い
も
の
が
次
の

引
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
典
の
序
文
、
「
無
名
の
女
」
の
手
紙
に

続
い
て
作
品
冒
頭
に
置
か
れ
た
女
の
感
懐
の
中
に
あ
る
文
で
あ
る
。

そ
れ
に
ま
た
、
世
間
の
人
々
が
、
私
の
や
う
に
こ
ん
な
に
不

為
合
わ
せ
に
な
つ
た
の
は
、
余
に
も
女
と
し
て
思
ひ
上
つ
て

ゐ
た
た
め
で
あ
ら
う
か
ど
う
か
、
そ
の
例
に
で
も
す
る
が
好

７－



い
と
思
ふ
の
だ
。
（
一
）

　
こ
の
「
余
に
も
女
と
し
て
思
ひ
上
つ
て
ゐ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
」

と
い
う
問
い
は
、
堀
が
階
級
的
解
釈
か
ら
個
人
的
性
格
へ
と
「
品

高
き
」
を
変
訳
（
前
出
杉
野
論
文
）
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
そ

の
三
」
に
も
こ
れ
と
同
趣
の
発
言
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
性
格

設
定
と
し
て
無
視
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。

こ
れ
と
云
ふ
の
も
、
一
体
、
自
分
の
心
が
騏
つ
て
ゐ
た
の
だ

ら
う
か
し
ら
？
あ
あ
、
こ
ん
な
事
に
な
る
な
ん
て
自
分
は
夢

に
も
思
は
な
か
つ
た
も
の
を
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
私
は
大
き
な

夢
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
の
に
ー
―
（
三
）

　
こ
こ
で
堀
は
「
思
ひ
上
り
」
や
「
騏
」
り
の
原
因
と
し
て
「
夢
」

の
大
き
さ
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
女
主
人
公
の
苦
悩
の
原

因
で
あ
る
「
思
ひ
上
り
」
の
さ
ら
に
原
因
と
な
っ
て
い
る
「
夢
」

と
は
何
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
堀
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に

つ
い
て
後
に
「
銕
捨
記
」
（
昭
和
十
六
年
八
月
『
文
学
界
』
）
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
日
々
は
、
私
の
も
っ
て
生
れ
た
ど
う
に
も
な
ら
ぬ

遥
か
な
る
も
の
へ
の
夢
を
、
或
は
其
処
の
山
々
に
、
或
は
牧

場
に
、
或
は
ま
た
樺
や
樅
な
ど
の
木
々
か
ら
小
さ
な
雑
草
に

ま
で
寄
せ
な
が
ら
、
自
分
で
自
分
に
厳
し
く
課
し
た
人
生
を

生
き
ん
と
試
み
て
ゐ
た
日
々
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は

或
晩
秋
の
日
々
、
そ
こ
で
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
書
い
て

ゐ
た
。

　
こ
こ
に
書
か
れ
た
「
も
っ
て
生
れ
た
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
遥
か
な
　
　
　
８
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

る
も
の
へ
の
夢
」
は
『
風
立
ち
ぬ
』
の
「
冬
」
の
章
、
十
一
月
十

目
の
く
だ
り
の
「
自
分
の
小
さ
い
時
か
ら
失
は
ず
に
ゐ
る
甘
美
な

人
生
へ
の
か
ぎ
り
な
い
夢
」
と
時
期
的
・
表
現
的
に
近
似
し
て
い

る
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
あ
げ
る
。

私
は
数
年
前
、
屡
、
か
う
い
ふ
冬
の
寥
し
い
山
岳
地
方
で
、

可
哀
ら
し
い
娘
と
二
人
き
り
で
、
世
間
か
ら
全
く
隔
つ
て
、

お
互
が
せ
つ
な
く
思
ふ
ほ
ど
に
愛
し
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
こ

と
を
好
ん
で
夢
見
て
ゐ
た
頃
の
こ
と
を
思
ひ
出
す
。
私
は
自



分
の
小
さ
い
時
か
ら
失
は
ず
に
ゐ
る
甘
美
な
人
生
へ
の
か
ぎ

り
な
い
夢
を
、
さ
う
い
ふ
人
の
こ
は
が
る
や
う
な
苛
酷
な
く

ら
ゐ
の
自
然
の
な
か
に
、
そ
れ
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
少
し

も
害
は
ず
に
生
か
し
て
み
た
か
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
二
つ
の
引
用
文
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
「
夢
」
と
は
堀
の

生
来
の
資
質
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、
「
お
互
が
せ
つ
な
く
思
ふ

ほ
ど
に
愛
し
な
が
ら
暮
ら
す
」
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
「
甘
美
な
人

生
」
の
実
現
の
願
望
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

　
　
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
「
夢
」
は
女
の

考
え
る
あ
り
う
べ
き
愛
の
姿
、
甘
美
な
生
活
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
一
夫
多
妻
制
の
時
代
に
正
妻
の
い
る
兼
家
に
純
愛
を
求

め
て
も
そ
れ
は
果
た
せ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
個
々
の
愛
情
の
発

露
で
満
た
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
も
な
い
。

　
女
が
「
昔
の
自
分
が
心
待
ち
に
し
て
ゐ
た
す
べ
て
の
事
と
今
の

自
分
と
は
何
と
云
ふ
ひ
ど
い
相
違
だ
ら
う
」
「
あ
の
頃
は
こ
ん
な

雨
風
に
だ
つ
て
御
い
と
ひ
な
さ
ら
ぬ
も
の
を
と
自
分
は
信
じ
て
い

た
の
に
」
と
在
り
し
日
の
兼
家
の
愛
情
を
思
い
出
す
場
面
（
三
）

で
は
次
の
よ
う
な
女
の
感
懐
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
い
ま
、
か
う
や
っ
て
し
み
じ
み
と
思
ひ
返
し
て
見
る

と
、
そ
の
頃
だ
っ
て
自
分
は
ち
っ
と
も
気
の
緩
む
や
う
な
心

も
ち
の
し
た
事
な
ん
ぞ
は
つ
い
ぞ
無
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ

た
。

　
　
「
あ
の
頃
」
「
そ
の
頃
」
は
「
何
を
措
か
れ
て
も
、
殆
ど
毎
夜

の
や
う
に
私
の
許
に
お
通
ひ
に
な
っ
て
」
二
）
い
た
、
女
が
愛

さ
れ
て
幸
福
だ
っ
た
こ
ろ
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
で
す

ら
女
は
兼
家
に
気
を
許
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
女
の
求
め
　
　
　
Ｅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

て
い
る
の
は
現
実
の
愛
情
の
発
露
で
は
な
く
、
彼
女
の
中
に
あ
る

夢
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
女
は
満
た
さ
れ
な
い
。
夢
を
強
く
現
実
に

求
め
て
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
苛
立
ち
を
生
み
、
反
動
と
し
て
、
大

森
論
文
の
挙
げ
る
よ
う
な
「
少
し
自
嘲
的
な
気
持
ち
に
も
な
っ
て
」

庭
を
荒
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
自
虐
（
Ｂ
項
）
や
姉
の
男
、
道
綱
、

呉
竹
な
ど
に
自
分
を
投
影
し
て
み
る
よ
う
な
強
い
自
意
識
（
Ｃ
項
、

Ｄ
項
）
を
生
む
の
で
あ
る
。

次
に
堀
が
こ
の
よ
う
な
性
格
設
定
を
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ

い



て
考
え
て
み
る
。
「
銕
捨
記
」
（
前
出
）
で
は
先
の
引
用
に
続
く
部

分
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
さ
う
い
ふ
孤
独
の
な
か
で
そ
ん
な
煩
悩
お
ほ
き
女
の
日

記
を
書
い
て
ゐ
た
の
は
、
私
が
自
分
に
課
し
た
人
生
の
一
つ

の
過
程
と
し
て
、
一
人
の
不
幸
な
女
を
よ
り
よ
く
知
る
こ
と

（
中
略
）
そ
し
て
私
の
対
象
と
し
て
選
ぶ
べ
き
女
は
、
何
か

日
々
の
孤
独
の
た
め
に
心
の
休
ま
る
や
う
な
こ
ち
ら
を
引
き

立
て
て
ず
ん
ず
ん
向
こ
う
の
気
持
ち
に
引
き
ず
り
込
ん
で
く

れ
る
や
う
な
、
強
い
心
の
持
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
も
そ
れ
は
見
事
に
失
恋
し
た
女
で
あ
り
、
自
分
を
去
っ

た
男
を
詮
め
切
れ
ず
に
何
処
ま
で
も
心
で
追
っ
て
、
い
つ
か

そ
の
心
の
領
域
で
は
相
手
の
男
を
は
る
か
に
追
ひ
越
し
て
し

ま
ふ
ほ
ど
気
概
の
あ
る
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
か
ら
は
杉
野
論
文
（
前
出
）
の
い
う
、
当
初
の
「
真
に
歴

史
的
存
在
と
し
て
の
主
人
公
の
生
命
の
再
現
意
図
」
は
も
は
や
感

じ
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
後
年
に
な
っ
て
書
か
れ
た
も

の
な
の
で
、
執
筆
当
時
の
心
境
を
正
確
に
表
し
て
い
る
と
は
考
え

に
く
い
。
「
し
か
も
」
以
下
は
余
り
に
作
品
に
つ
き
す
ぎ
た
説
明

で
、
後
か
ら
の
付
け
足
し
の
感
が
否
め
な
い
。
し
か
し
、
「
風
立

ち
ぬ
」
体
験
の
あ
と
の
空
虚
が
「
蜻
蛉
日
記
」
の
「
強
い
心
」
を

求
め
さ
せ
た
と
す
る
堀
の
内
的
必
然
性
は
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

な
ぜ
「
強
い
心
」
が
必
要
だ
っ
た
の
か
。

　
前
出
の
引
用
の
よ
う
に
堀
は
『
風
立
ち
ぬ
』
で
も
主
人
公
を

「
夢
」
を
求
め
る
男
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
作
中
に
は

婚
約
音
と
自
分
の
心
が
乖
離
し
て
い
く
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で

き
ず
、
「
侮
い
に
近
い
や
う
な
気
も
ち
」
に
苦
し
む
よ
う
に
な
る

男
の
姿
を
描
き
続
け
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
自
ら
の
夢
を
追
う
心
の

弱
ま
り
で
あ
り
、
「
日
々
の
孤
独
の
た
め
に
心
の
休
ま
る
や
う
な
」

気
持
ち
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
師
芥
川
が
失
恋
時
の
気
の
沈

み
か
ら
「
な
る
べ
く
現
状
と
か
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小

説
が
書
き
た
か
っ
た
」
（
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
大
八
・
一
『
中

央
公
論
』
）
の
で
「
羅
生
門
」
を
書
い
た
よ
う
に
、
堀
も
そ
こ
か

ら
脱
出
す
る
た
め
に
現
状
の
「
弱
い
心
」
と
か
け
離
れ
た
「
強
い

心
」
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
大
森
郁
之
助
は
「
『
風
立
ち
ぬ
』
完
結
前
後
」
で
「
か
げ
ろ
ふ

の
日
記
」
を
書
く
こ
と
が
強
い
心
を
得
て
実
生
活
を
打
開
す
る
こ
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と
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
「
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の

《
強
さ
》
を
以
て
、
客
観
的
に
は
絶
望
で
あ
っ
て
も
主
観
と
し
て

の
愛
を
捨
て
ぬ
強
さ
、
と
い
う
風
に
一
般
化
す
る
な
ら
、
今
は
世

に
な
い
ひ
と
と
の
《
風
立
ち
ぬ
》
体
験
を
変
わ
る
こ
と
な
く
護
っ

て
ゆ
く
生
き
方
の
再
確
認
に
つ
な
が
り
そ
う
に
も
思
え
る
」
が
「
愛

す
る
に
も
愛
さ
ぬ
に
も
相
手
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
な
い
」
の
だ

か
ら
、
（
強
い
》
実
生
活
の
打
開
に
つ
な
が
っ
て
い
た
ろ
う
か
）
と

疑
義
を
提
出
し
て
い
る
。
愛
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
氏
の
言

わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
《
強
さ
》
を
愛
と
い
う
直
接
的

な
も
の
で
は
な
く
で
は
な
く
、
そ
れ
を
含
み
こ
ん
だ
夢
を
追
う
心

の
強
さ
と
と
ら
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
　
夢
を
追
う
強
い
心

の
持
ち
主
道
綱
母
を
主
人
公
と
す
る
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
書

く
こ
と
で
、
堀
は
、
「
風
立
ち
ぬ
」
を
書
く
中
で
弱
っ
て
行
っ
た

夢
へ
の
求
心
力
を
、
傷
つ
き
な
が
ら
も
、
自
ら
の
資
質
か
ら
生
み

出
さ
れ
て
く
る
夢
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
続
け
て
生
き
ぬ
く
こ
と
を

再
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？
　
そ
の
た
め
に
は

主
人
公
の
性
格
は
、
「
風
立
ち
ぬ
」
と
同
じ
夢
見
が
ち
、
分
析
的

な
近
代
人
で
無
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
っ
た
。
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」

は
「
強
い
心
」
で
書
か
れ
た
「
風
立
ち
ぬ
」
の
焼
き
直
し
的
存
在

な
の
で
あ
る
。

　
前
節
で
私
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
「
物
語
の
女
」
の
変
奏

と
し
、
こ
こ
で
「
風
立
ち
ぬ
」
の
焼
直
し
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
一

見
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
そ
う
で
は
な
い
。
堀
が
《
風
立
ち

ぬ
体
験
》
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
「
物
語
の
女
」
の
構
想
を
純
っ
て

い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
《
風
立
ち
ぬ
体
験
》
に

お
い
て
苦
し
め
あ
う
愛
の
体
験
を
し
た
こ
と
が
「
風
立
ち
ぬ
」
の

中
か
ら
読
み
取
れ
る
。
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
は
「
物
語
の
女
」
の

苦
し
め
あ
う
愛
の
モ
チ
ー
フ
が
、
実
体
験
を
も
と
に
夢
を
追
う
心

の
モ
チ
ー
フ
ヘ
と
昇
華
さ
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

五
　
主
人
公
の
女
の
愛
の
か
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
ー
想
念
か
ら
現
実
ヘ
ー

　
第
二
の
因
子
は
、
女
の
内
面
描
写
・
外
面
描
写
と
そ
の
変
化
で

あ
る
。
ま
ず
外
面
の
描
写
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　
彼
女
の
愛
情
の
強
さ
は
、
堀
に
よ
っ
て
作
品
の
諸
所
に
新
た
に

付
け
加
え
ら
れ
た
彼
女
の
行
動
・
外
面
の
描
写
か
ら
う
か
が
い
知

れ
る
。
兼
家
の
動
向
を
「
と
て
も
気
に
な
っ
て
」
様
子
を
う
か
が

い
、
通
り
過
ぎ
る
兼
家
の
咳
を
「
ど
こ
ま
で
も
追
ふ
や
う
に
し
て
」
、
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「
我
知
ら
ず
耳
を
側
立
て
て
ゐ
る
」
（
一
）
。
兼
家
が
や
っ
て
く
る

と
聞
く
と
「
ど
う
せ
い
つ
も
の
や
う
な
の
だ
ろ
う
」
と
思
い
つ
つ

も
「
胸
を
と
き
め
か
せ
」
（
四
）
、
文
が
届
く
と
「
貪
る
や
う
に
読

ん
で
し
ま
」
う
（
五
）
。
こ
れ
ら
は
無
意
識
の
う
ち
に
兼
家
の
愛

を
求
め
て
い
る
女
の
深
層
心
理
、
「
執
拗
な
ほ
ど
愛
を
求
め
つ
づ

け
」
（
「
七
つ
の
手
紙
」
）
る
女
の
気
持
ち
が
う
か
が
わ
れ
る
行
動

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
兼
家
を
求
め
つ
つ
も
、
女
は
こ
び
な
い
、
泣
い
て
す

が
る
こ
と
も
し
な
い
。
兼
家
と
直
接
・
間
接
に
対
峙
す
る
場
合
、

常
に
何
も
せ
ず
た
だ
耐
え
る
姿
で
描
か
れ
る
。
兼
家
が
山
に
迎
え

に
来
た
と
き
も
「
無
言
の
ま
ま
、
強
い
て
つ
れ
な
い
や
う
な
様
子

を
見
せ
て
」
い
る
。
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
兼
家
か
ら
の
文
を
読
ん
だ

後
も
、
「
す
ぐ
何
で
も
な
い
や
う
に
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
打
棄
て
て

置
」
く
。
道
綱
に
返
事
を
持
た
せ
て
や
る
場
面
で
は
雷
雨
に
見
入

り
、
「
ぢ
つ
と
」
し
た
ま
ま
「
恰
も
さ
う
や
つ
て
我
慢
を
し
て
ゐ
る

こ
と
だ
け
が
自
分
の
も
う
唯
一
の
生
き
甲
斐
で
で
も
あ
る
か
の
や

う
に
」
感
じ
て
い
る
　
（
五
）
。
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
時
も
「
い
つ

ま
で
も
ぢ
つ
と
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
に
」
い
る
し
、
「
物
も
言
ふ
気

に
は
な
れ
な
」
い
で
無
言
で
あ
る
（
六
）
。
こ
れ
ら
は
現
実
に
妥

協
せ
ず
、
凛
と
し
て
現
実
を
拒
む
激
し
い
抵
抗
の
表
象
と
し
て
作

品
後
半
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
前
出
大
森
論

文
の
い
う
よ
う
に
、
女
が
「
不
自
然
さ
を
自
ら
感
じ
」
る
点
か
ら

考
え
て
「
別
の
或
る
根
深
い
希
求
が
抑
圧
さ
れ
た
反
動
」
に
す
ぎ

ず
、
「
脆
弱
」
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
の
愛
情
を
求
め
る

姿
と
対
比
的
で
あ
り
、
そ
の
反
動
と
し
て
、
意
志
の
激
し
さ
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
内
面
描
写
に
つ
い
て
順
に
み
て
い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

堀
自
身
が
作
品
解
説
を
し
て
い
る
「
七
つ
の
手
紙
」
の
記
述
が
理

解
の
助
け
に
な
る
の
で
次
に
示
し
て
お
く
。

私
の
前
に
現
は
れ
た
そ
の
「
蜻
蛉
日
記
」
と
い
ふ
の
は
（
中

略
）
－
－
い
は
ば
、
そ
れ
が
恋
す
る
女
た
ち
の
永
遠
の
姿
で

も
あ
る
か
の
や
う
に
ー
愛
せ
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
て
も
自

ら
愛
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
男
に
執
拗
な
ほ
ど
愛
を
求
め
つ

づ
け
、
そ
の
求
む
べ
か
ら
ざ
る
を
身
に
し
み
て
知
る
に
及
ん

で
は
、
せ
め
て
自
分
が
そ
の
た
め
に
こ
れ
ほ
ど
苦
し
め
ら
れ

た
と
い
ふ
事
だ
け
で
も
男
に
分
か
ら
せ
よ
う
と
し
、
そ
れ
に

も
遂
に
絶
望
し
て
、
自
ら
の
苦
し
み
そ
の
も
の
の
中
に
一
種
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の
慰
籍
を
求
め
る
に
い
た
る
、
不
幸
な
女
の
日
記
で
す
。

　
こ
の
内
容
は
「
蜻
蛉
日
記
」
の
そ
れ
で
は
な
く
、
「
か
げ
ろ
ふ

の
日
記
」
の
要
約
と
な
っ
て
い
る
。
作
中
の
主
人
公
は
兼
家
に
対

し
て
は
じ
め
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
が
、
い
ざ
結
婚
す
る
と

坊
の
小
路
の
女
の
存
在
を
知
っ
て
意
地
に
な
り
、
次
の
よ
う
な
感

懐
を
抱
く
。

い
っ
も
に
変
ら
ず
、
こ
ち
ら
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
切
な
い
心

持
を
お
訴
へ
し
て
ゐ
る
も
の
を
、
あ
の
人
は
さ
も
こ
と
も
な

げ
に
あ
し
ら
は
れ
よ
う
と
し
か
な
さ
ら
な
い
の
だ
。
ど
う
し

て
そ
ん
な
女
の
事
な
ん
ぞ
を
私
に
も
っ
と
出
来
る
だ
け
お
隠

し
な
す
っ
て
（
中
略
）
私
を
お
編
し
に
な
っ
て
居
て
く
れ
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
な
の
だ
ら
う
か
？
二
）

　
す
ぐ
後
に
も
「
い
か
に
も
何
気
な
い
や
う
な
お
顔
」
で
折
々
訪

れ
る
兼
家
を
見
と
が
め
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
女
は
ど
う
し

て
脳
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
恨
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
兼
家

に
対
す
る
不
満
は
浮
気
を
し
て
い
る
こ
と
で
も
愛
情
の
薄
さ
で
も

な
い
。
兼
家
が
浮
気
の
問
題
を
妻
の
前
で
隠
す
気
配
り
を
持
た
ず
、

「
こ
と
も
な
げ
」
「
何
気
な
い
」
な
こ
と
と
し
て
扱
う
「
愛
す
る
こ

と
を
知
ら
な
い
男
」
で
あ
る
こ
と
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
不
満
の
原
因
は
た
だ
自
分
の
「
切
な
い
心
持
」
を
受
け
と
め

て
く
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
想
念

の
中
に
あ
る
兼
家
と
現
実
の
兼
家
と
の
違
和
感
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
女
は
、
兼
家
の
訪
れ
が
遠
の
く
と
、
さ
ら
に
切
な
い
思
い
を

抱
く
よ
う
に
な
り
、
空
虚
な
気
持
ち
か
ら
物
思
い
に
ふ
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
ま
で
だ
っ
た
ら
こ
ん
な
こ
と
は
無
か
っ
だ
の
に
、
ど
う

し
た
の
か
、
私
は
ま
る
で
心
が
空
虚
に
な
っ
て
、
そ
こ
い
ら

に
置
い
て
あ
る
も
の
さ
へ
静
か
に
見
ら
れ
な
い
癖
が
つ
い
て

し
ま
っ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
そ
ん
な
事
ま
で
考
へ
出
し
な
が

ら
、
あ
の
方
が
か
う
し
て
お
離
れ
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
あ

の
方
に
対
し
て
つ
い
ぞ
い
ま
ま
で
覚
え
の
な
か
っ
た
位
に
お

慕
は
し
さ
の
つ
の
つ
て
く
る
や
う
な
自
分
を
ば
、
自
分
で
ど

う
し
や
う
も
な
く
て
ゐ
た
。
二
、
傍
線
山
本
）
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「
こ
ん
な
こ
と
」
は
途
絶
え
だ
し
た
兼
家
の
来
訪
を
指
し
て
お

り
、
兼
家
不
在
の
時
の
女
は
こ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、
空
虚
に

陥
り
「
物
思
い
」
に
ふ
け
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
そ
の
四
」
で
は
「
例
の
物
思
ひ
」
と
書
か
れ
、
「
そ
の
五
」
で
も

山
の
退
屈
な
日
々
の
中
で
「
そ
ん
な
時
な
ど
、
そ
れ
ほ
ど
空
け
た

や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
を
り
を
り
の
自
分
の
姿
が
、
私
に
も
何
か
し

ら
異
様
に
思
は
れ
た
り
す
る
の
だ
っ
た
。
」
「
私
は
さ
う
や
っ
て
し

ま
ひ
に
は
自
分
を
言
ひ
や
う
も
な
く
苦
し
め
だ
す
の
が
知
れ
切
っ

て
ゐ
る
や
う
な
物
思
ひ
ば
か
り
を
し
て
ゐ
た
」
（
傍
線
部
山
本
）
と

書
か
れ
る
。

　
女
は
現
実
の
兼
家
が
想
念
の
中
の
兼
家
と
ま
す
ま
す
乖
離
す
る

こ
と
で
、
求
め
る
気
持
ち
が
空
転
し
、
心
が
う
つ
ろ
に
な
っ
て
い

く
。
一
方
そ
の
中
か
ら
女
は
次
第
に
「
自
ら
の
苦
し
み
そ
の
も
の

の
中
に
一
種
の
慰
籍
を
求
め
る
」
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
先
の

「
そ
の
□
か
ら
の
引
用
文
の
傍
線
部
に
み
ら
れ
る
そ
れ
は
「
そ

の
七
」
「
そ
の
ハ
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
女
の
救
い
の
複
線
と
な

っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
病
気
に
よ
る
心
境
の
変
化
（
「
知
ら
ず
識
ら
ず
の
裡

に
、
あ
の
方
に
対
す
る
自
分
の
気
も
ち
が
い
つ
も
ほ
ど
苦
く
は
な

く
な
っ
て
」
く
る
（
二
）
）
の
後
、
沈
静
し
た
か
と
思
わ
れ
た
女

の
心
は
再
び
激
発
す
る
。
二
月
ぶ
り
の
兼
家
の
文
に
「
沸
え
た
ぎ

る
」
思
い
を
抱
き
、
女
の
前
を
素
通
り
す
る
兼
家
に
対
し
て
女
は

「
私
だ
け
は
何
気
な
さ
さ
う
に
、
さ
つ
き
か
ら
止
め
ず
に
ゐ
た
お

動
を
な
ほ
も
続
け
て
ゐ
る
や
う
な
ふ
り
を
し
て
ゐ
た
が
、
し
か
し

心
の
中
に
は
何
か
い
ま
ま
で
に
つ
い
ぞ
覚
え
た
事
の
な
い
や
う
な
、

は
げ
し
い
怒
り
に
も
似
た
も
の
を
涌
き
上
が
ら
せ
て
ゐ
た
。
…
…
」

（
四
）
と
激
情
に
襲
わ
れ
る
。
こ
こ
は
原
文
で
は
悔
し
が
り
言
葉

に
出
し
て
語
り
だ
す
場
面
で
あ
り
、
原
典
と
は
逆
に
言
葉
を
飲
み
　
　
　
一

込
ま
せ
る
こ
と
で
、
耐
え
る
外
見
描
写
と
の
整
合
性
を
は
か
り
つ
　
　
　
1
4

つ
山
箭
り
を
決
意
す
る
女
の
激
情
が
効
果
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
一

　
女
の
激
情
に
任
せ
た
行
動
は
、
し
か
し
兼
家
に
よ
っ
て
無
理
や

り
連
れ
戻
さ
れ
る
と
い
う
幕
切
れ
を
迎
え
る
。
そ
し
て
そ
の
時
女

の
気
持
ち
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
兼
家
に
対
し
て
は
常
に
耐
え

る
姿
を
見
せ
、
何
も
し
な
い
話
さ
な
い
と
い
う
形
で
抵
抗
し
て
い

た
の
に
、
な
で
し
こ
の
話
を
聞
き
と
が
め
、
か
ら
か
う
兼
家
に
、

思
い
が
け
ず
自
分
も
笑
い
出
し
、
「
私
と
云
ふ
も
の
は
た
っ
た
こ

れ
つ
き
り
だ
つ
た
の
か
し
ら
ん
」
と
思
う
。
こ
れ
は
己
の
思
い
切

っ
た
行
動
が
何
も
生
み
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
自



分
の
あ
り
よ
う
に
「
絶
望
」
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
、

我
を
張
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
感
じ
、
そ
れ
ま
で
の
抵
抗
す
る
心

が
溶
け
、
女
は
「
こ
れ
っ
き
り
」
と
自
分
の
現
状
を
省
み
る
。
そ

し
て
「
さ
う
し
て
私
だ
け
が
ー
そ
う
私
は
少
な
く
と
も
、
あ
の

山
か
ら
帰
っ
て
来
て
か
ら
は
、
も
う
昔
の
や
う
な
私
で
は
な
く
な

り
か
け
て
ゐ
る
」
（
七
）
と
変
化
を
自
覚
す
る
。

　
そ
の
変
化
の
内
容
は
そ
の
七
の
手
紙
部
分
に
詳
し
い
。
す
で
に

本
稿
二
節
に
引
用
を
し
て
い
る
の
で
略
述
す
る
と
「
わ
が
身
が
は

か
な
く
」
な
っ
て
夫
に
対
す
る
苦
し
み
の
な
く
な
る
こ
と
を
望
ん

で
い
た
女
が
、
今
で
は
苦
し
み
が
な
く
な
る
と
「
あ
る
か
な
い
か
」

に
な
る
ほ
ど
苦
し
み
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
心
理
が
そ
れ

で
あ
り
、
続
け
て
「
昔
み
た
い
に
あ
の
方
の
た
め
に
な
ん
ぞ
苦
し

む
ま
い
と
は
思
は
な
い
が
好
い
」
「
い
く
ら
あ
の
方
か
ら
お
離
れ

し
よ
う
と
も
、
も
う
自
分
が
お
離
れ
で
き
な
い
事
は
よ
く
私
に
も

分
つ
て
ゐ
る
筈
だ
ら
う
か
ら
。
」
と
語
る
。
女
は
「
自
ら
の
苦
し

み
そ
の
も
の
の
中
に
一
種
の
慰
籍
を
求
め
る
」
こ
と
を
覚
え
る
。

現
実
の
自
分
の
有
り
様
が
た
と
え
自
分
の
満
足
を
得
ら
れ
る
も
の

で
な
く
と
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
生
き

方
の
転
換
。
女
は
夢
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
出
来
ず
と
も
夢
を

見
続
け
る
し
か
な
い
己
の
性
格
を
自
覚
し
、
そ
の
苦
し
み
の
中
に

身
を
お
く
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
決
意
は
最

後
の
場
面
で
現
実
と
し
て
描
か
れ
る
。
乱
暴
を
す
る
兼
家
に
女
は

自
ら
の
た
め
に
苦
し
む
兼
家
を
見
て
、
翌
朝
、
次
の
よ
う
な
感
懐

を
抱
く
。

　
さ
う
し
て
あ
く
る
朝
に
な
っ
て
、
や
っ
と
平
生
の
い
か
に

も
屈
託
の
な
さ
さ
う
な
ご
自
分
に
立
ち
返
へ
ら
れ
な
が
ら
、

お
帰
り
に
な
っ
て
行
か
れ
る
あ
の
方
の
後
影
を
、
私
が
今
度

は
急
に
、
胸
の
し
め
っ
け
ら
れ
る
や
う
な
思
ひ
で
い
つ
ま
で

も
見
入
っ
て
ゐ
た
。
…
…
（
八
）

　
　
「
そ
の
ハ
」
で
は
女
は
兼
家
に
対
し
て
耐
え
る
姿
を
見
せ
て
抵

抗
す
る
で
も
な
く
、
ま
た
物
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
も
な
い
。
耐
え

る
こ
と
、
物
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
で
想
念
の
中
に
生
き
、
現
実
を

拒
ん
で
い
た
女
は
も
は
や
兼
家
と
の
苦
し
い
関
係
を
拒
ん
で
は
い

な
い
。
こ
こ
で
堀
は
堀
固
有
の
問
題
で
あ
る
「
苦
し
め
あ
う
愛
」

の
現
実
へ
と
た
ち
も
ど
っ
て
い
る
。
そ
し
て
堀
は
そ
れ
に
苛
立
ち

破
滅
や
空
虚
に
向
か
う
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
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す
る
の
で
も
な
く
、
あ
え
て
そ
こ
に
身
を
お
く
こ
と
に
よ
る
魂
の

昂
揚
と
い
う
決
着
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
風
立
ち
ぬ
」

体
験
の
中
か
ら
得
て
い
た
実
感
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
女
の
姿
勢
は
後
の
歴
史
小
説
や
「
菜
穂
子
」
に
ひ
き
つ
が

れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
見
え
て
き
た
《
現
状
へ
の
不
満
（
激

情
）
↓
山
へ
　
（
開
放
感
と
不
安
）
↓
夫
の
来
訪
（
反
発
と
歩
み
寄

り
）
↓
下
山
（
心
境
の
変
化
）
》
と
い
う
こ
の
作
品
の
構
成
は
「
菜

穂
子
」
の
構
成
と
近
似
し
て
い
る
。
菜
穂
子
の
特
徴
的
な
何
か
に

「
耐
え
る
」
外
見
の
描
写
、
「
空
け
た
」
姿
や
物
思
い
の
原
形
も
こ

こ
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
の
成
立
が
「
菜
穂
子
」
の
成
立
に
大

き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
く
。

六
　
兼
家
へ
の
主
人
公
の
視
線
　
－
他
者
の
自
覚
－

　
第
三
の
因
子
は
兼
家
像
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
兼
家
像

は
杉
野
論
文
（
前
出
）
に
よ
っ
て
「
兼
家
の
側
に
し
て
も
、
私
の

見
る
か
ぎ
り
、
原
典
の
兼
家
像
を
、
堀
辰
雄
の
造
形
し
た
一
面
的

な
男
と
単
純
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
「
作
者
道
綱

の
母
に
も
で
き
る
だ
け
の
愛
を
示
」
す
兼
家
の
一
面
が
省
略
さ
れ
、

そ
の
「
情
愛
に
接
し
た
作
者
が
」
「
幸
福
感
に
ひ
た
る
」
場
合
も

あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
う
い
う
「
夫
婦
像
の
一
面
を
意
識
的
に
切

り
捨
て
」
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
傾
向
が

あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
何
か
堀
の
意
図
が
見
え
て
こ
な
い
か
。

　
こ
の
作
品
は
、
常
に
女
の
目
を
通
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
当
然
、

兼
家
の
人
物
像
も
女
の
目
を
通
し
た
も
の
と
な
る
。
兼
家
像
す
な

わ
ち
女
の
兼
家
に
向
け
る
視
線
は
作
品
内
で
変
化
し
て
い
る
作
品

冒
頭
で
女
は
坊
の
小
路
の
女
の
こ
と
を
「
さ
も
事
も
な
げ
に
あ
し

ら
は
れ
よ
う
と
し
か
」
せ
ず
、
「
何
気
な
い
や
う
な
御
顔
」
で
現

れ
る
兼
家
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
、
「
い
つ
も
の
真
面
目
と
も
冗
　
　
　
一

談
と
も
つ
か
な
う
や
う
な
調
子
」
で
話
す
兼
家
に
「
お
虐
め
な
さ
　
　
1
6

る
」
と
い
う
被
害
者
意
識
を
抱
い
て
い
る
（
一
）
。
ま
た
盆
供
を
　
　
　
一

き
ち
ん
と
し
て
く
れ
た
兼
家
の
文
に
「
例
に
よ
っ
て
少
し
ひ
ね
く

れ
て
」
返
答
す
る
（
二
）
。
こ
れ
ら
の
女
の
判
断
や
行
動
は
素
直

な
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
想
念
に
よ
っ
て
現
実
を
脚
色
し
て
見

る
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
山
か
ら
の
帰
宅
後
、
女
は
変
化
を
見
せ
る
。
兼
家
の

後
姿
に
「
心
な
し
か
、
い
つ
に
な
く
お
辛
そ
う
に
さ
へ
見
え
た
」

と
感
じ
、
翌
朝
の
文
に
も
「
い
つ
も
に
似
ず
お
心
が
こ
も
っ
て
」

い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
や
は
り
自
分
の
想
念
を
通
し
て
の
脚
色
で



あ
る
点
は
同
じ
だ
が
、
現
実
の
兼
家
に
対
し
て
目
を
向
け
だ
し
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
後
、
訪
れ
を
中
止
し
た
兼
家
に
、

「
そ
の
Ｉ
」
に
あ
る
思
い
と
同
種
の
「
も
つ
と
私
の
気
も
ち
を
い

た
は
つ
て
下
さ
る
や
う
な
お
言
葉
が
お
言
ひ
に
な
れ
な
い
も
の
な

の
か
し
ら
。
」
と
い
う
思
い
を
繰
り
返
し
、
「
あ
の
方
は
相
変
ら
ず

以
前
の
あ
の
方
だ
け
だ
っ
た
の
ら
し
い
」
と
思
い
直
し
て
い
る

（
七
）
が
、
離
れ
た
く
て
も
離
れ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
仕
方
な
い

と
諦
め
る
と
再
び
兼
家
に
観
察
の
目
を
向
け
る
。
「
あ
ん
ま
り
言

ひ
わ
け
が
ま
し
く
仰
や
る
の
を
反
つ
て
を
か
し
い
位
に
」
思
い
、

「
何
か
気
が
か
り
な
や
う
に
」
帰
る
姿
を
眺
め
る
（
ハ
）
。
乱
暴
を

す
る
兼
家
に
女
は
自
ら
の
た
め
に
苦
し
む
兼
家
を
見
て
、
次
の
朝

「
平
生
の
い
か
に
も
屈
託
の
な
さ
さ
う
な
ご
自
分
」
に
戻
っ
た
兼

家
の
後
影
を
「
胸
の
し
め
つ
け
ら
れ
る
や
う
な
思
ひ
」
で
い
つ
ま

で
も
見
入
る
。
（
ハ
、
前
節
で
引
用
）

　
女
は
、
現
実
の
兼
家
に
目
を
向
け
、
観
察
す
る
よ
う
に
変
化
し

て
い
る
。
自
ら
の
現
状
、
一
般
的
で
な
い
愛
の
形
を
自
覚
す
る
こ

と
を
契
機
と
し
て
、
女
は
は
じ
め
て
兼
家
を
想
念
を
通
し
て
認
識

す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

想
念
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
自
ら
を
苦
し
め
る
存
在
で
は
な
く
、
自

ら
の
た
め
に
苦
し
み
暴
れ
る
他
者
、
己
と
同
じ
「
現
実
の
相
手
を

自
己
の
情
念
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
ゆ
え
の
苦
し
み
」
（
前
出
大

森
論
文
）
を
持
つ
他
者
と
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　
こ
れ
は
「
美
し
か
れ
、
悲
し
か
れ
」
（
昭
和
十
四
年
十
二
月
「
文

芸
」
）
で
堀
が
シ
ャ
ル
ド
ン
ヌ
の
恋
愛
論
か
ら
引
用
す
る
「
が
、
最

後
は
そ
れ
は
反
対
に
（
論
者
注
、
恋
愛
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を

さ
す
）
　
一
人
の
女
性
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
（
中
略
）

一
人
の
自
由
な
女
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
へ
る
や
う

に
な
っ
て
来
た
」
と
い
う
境
地
と
近
い
。
こ
の
他
者
を
自
覚
し
、

あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
描
く
こ
と
が
、
兼
家
像
の
一

面
的
な
描
き
方
と
最
後
の
作
文
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
自
覚
こ
そ
、
前
節
で
見
た
想
念
か
ら
現
実
へ
の
視
点

の
転
回
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
他
者
の
自
覚
は
堀
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
堀

は
「
美
し
か
れ
悲
し
か
れ
」
（
昭
和
十
四
年
十
二
月
「
文
芸
」
）
の

中
で
「
『
風
立
ち
ぬ
』
を
書
き
上
げ
た
後
で
、
一
年
ば
か
り
山
の

な
か
に
孤
独
に
暮
ら
し
て
か
ら
、
や
う
や
く
他
人
の
方
へ
目
を
向

け
る
や
う
に
な
り
、
な
に
か
そ
れ
に
話
し
か
け
た
い
や
う
な
欲
望
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を
感
じ
な
が
ら
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
書
い
た
」
「
こ
の
頃
は

何
か
に
つ
け
て
、
も
う
す
こ
し
自
分
と
い
ふ
も
の
を
突
放
し
て
、

他
人
と
い
ふ
も
の
に
真
面
目
に
向
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
」

て
い
る
と
い
い
、
「
こ
の
私
の
は
じ
め
て
の
他
人
へ
の
話
し
か
け

て
あ
っ
た
作
品
、
お
よ
び
こ
れ
か
ら
の
私
の
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る

長
い
他
人
と
の
対
話
で
あ
る
べ
き
新
し
い
仕
事
か
ら
見
れ
ば
こ
れ

ま
で
の
『
美
し
い
村
』
や
『
風
立
ち
ぬ
』
な
ん
ぞ
は
ほ
ん
の
私
の

モ
ノ
ロ
ー
グ
に
過
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
し
て
い
る
。
他
者
を
自

覚
し
、
他
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
越
冬
と
「
か
げ
ろ
ふ

の
日
記
」
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
新
潮
社
版
「
聖
家
族
」

序
（
昭
和
十
四
年
八
月
）
に
よ
る
と
、
「
物
語
の
女
」
は
堀
が
「
私

が
自
分
自
身
で
は
な
い
或
物
の
裡
に
自
分
を
置
い
て
書
か
う
と
試

み
た
最
初
の
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
他

者
」
を
自
己
の
想
念
か
ら
突
き
放
し
て
み
る
主
人
公
の
自
覚
は
描

か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
堀
は
他
人
に

目
を
向
け
る
。
そ
れ
が
翻
っ
て
「
風
立
ち
ぬ
」
の
終
章
「
死
の
か

げ
の
谷
」
を
書
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
「
風
立
ち
ぬ
」
の
終
章
「
死
の
か
げ
の
谷
」
十
二
月
二
十
日
の

く
だ
り
で
は
主
人
公
は
「
未
だ
に
お
前
を
静
か
に
死
な
せ
て
お
か

う
と
は
せ
ず
に
、
お
前
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
、
自
分
の
女
々

し
い
心
に
何
か
後
悔
に
似
た
も
の
を
は
げ
し
く
感
じ
な
が
ら
」
「
レ

ク
イ
エ
ム
」
を
読
み
、
そ
し
て
翌
日
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
婚
約
者

の
気
配
を
感
じ
な
が
ら
「
レ
ク
イ
エ
ム
」
の
一
節
を
つ
ぶ
や
く
。

帰
っ
て
入
ら
っ
し
や
る
な
。
さ
う
し
て
も
し
お
前
に
我
慢
で

き
た
ら
、

死
者
遠
の
間
に
死
ん
で
お
出
。
死
者
に
も
た
ん
と
仕
事
は
あ

る
。

け
れ
ど
も
私
に
助
力
は
し
て
お
く
れ
、
お
前
の
気
を
散
ら
さ

な
い
程
度
で
、

屡
々
遠
く
の
も
の
が
私
に
助
力
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、

Ｉ
私
の
裡
で
。

　
死
ん
で
し
ま
っ
た
婚
約
者
を
自
己
の
想
念
の
中
に
置
き
、
そ
れ

と
同
化
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
し
て
自
覚

し
、
現
実
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
こ
こ
に
決
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

後
、
主
人
公
の
私
は
谷
の
明
か
り
か
ら
自
分
の
人
生
の
可
能
性
を

見
、
そ
し
て
、
雪
に
覆
わ
れ
た
谷
の
本
当
の
姿
が
見
え
出
す
。
こ
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れ
は
象
徴
的
で
は
あ
る
が
、
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
女
が
、
男

を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
自
分
の
想
念
か
ら
自
由
に
な
る
こ

と
で
現
実
の
兼
家
が
見
え
出
す
の
と
近
い
。

　
　
《
風
立
ち
ぬ
体
験
》
で
、
や
す
ま
る
や
う
な
気
持
ち
に
と
ら
わ

れ
て
い
た
堀
が
も
う
一
度
「
風
立
ち
ぬ
」
に
立
ち
戻
り
レ
ク
イ
エ

ム
を
描
く
に
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
「
か

げ
ろ
ふ
の
日
記
」
は
「
物
語
の
女
」
で
書
か
れ
た
「
苦
し
め
あ
う

愛
」
の
モ
チ
ー
フ
を
「
風
立
ち
ぬ
」
体
験
を
も
と
に
見
つ
め
な
お

す
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
堀
の
他
者
へ
の
自
覚
を
生
み
、

そ
の
後
の
作
品
へ
向
か
う
一
つ
の
転
回
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
Ｉ
）
　
福
永
武
彦
「
堀
辰
雄
の
作
品
」
新
潮
社
版
堀
辰
雄
全
集
月

　
　
　
報
、
昭
和
三
十
三
年
八
月
。
冒
頭
の
手
記
と
双
方
に
傷
つ

　
　
　
け
あ
う
愛
の
テ
ー
マ
が
示
さ
れ
た
文
が
共
通
し
て
い
る
こ

　
　
　
と
か
ら
、
続
編
の
構
想
を
見
て
い
る
。
な
お
、
同
種
の
こ

　
　
　
と
は
竹
内
債
己
『
堀
辰
雄
と
昭
和
文
学
』
（
昭
和
四
年
六

　
　
　
月
、
六
弥
井
書
店
）
で
も
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

　
　
　
る
。

（
２
）
　
筑
摩
版
堀
辰
雄
全
集
別
巻
２
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
）
の

　
　
　
年
譜
の
記
載
を
要
約
す
る
。
昭
和
十
一
年
十
一
月
「
冬
」

　
　
　
の
執
筆
後
、
終
章
を
書
こ
う
と
し
た
が
、
果
た
せ
ず
越
冬
。

　
　
　
翌
年
春
よ
り
王
朝
小
説
に
親
し
み
、
枡
目
信
夫
『
古
代
研

　
　
　
究
』
を
机
辺
に
お
き
、
十
一
月
に
は
彼
の
講
義
を
聴
講
し

　
　
　
に
い
く
。
九
月
か
ら
か
か
っ
て
い
た
こ
の
小
説
を
十
一
月

　
　
　
中
旬
に
書
き
上
げ
（
続
編
は
火
事
の
た
め
続
行
不
可
能
と

　
　
　
な
っ
た
）
、
同
年
十
二
月
二
十
日
過
ぎ
「
風
立
ち
ぬ
」
の

　
　
　
終
章
「
死
の
か
げ
の
谷
」
を
脱
稿
。
こ
の
よ
う
に
年
譜
か

　
　
　
ら
だ
け
で
も
こ
の
二
つ
の
作
品
の
関
係
の
深
さ
が
う
か
が

　
　
　
わ
れ
る
。

（
３
）
　
堀
辰
雄
辞
典
（
平
成
十
三
年
十
一
月
、
勉
誠
出
版
）
に
は

　
　
　
吉
村
貞
司
、
谷
田
昌
平
、
吉
田
清
一
、
高
田
瑞
穂
を
あ
げ

　
　
　
て
「
定
説
化
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
同
様
の
指
摘
は
枚
挙

　
　
　
に
暇
が
な
い
。
神
品
芳
夫
も
「
堀
辰
雄
と
リ
ル
ケ
」
（
『
国

　
　
　
文
学
』
昭
和
五
十
二
年
七
月
号
）
で
「
堀
辰
雄
は
リ
ル
ケ

　
　
　
に
教
え
ら
れ
て
こ
れ
ら
の
女
た
ち
の
生
き
方
に
感
動
し
、

　
　
　
ひ
る
が
え
っ
て
日
本
の
王
朝
女
流
日
記
の
作
者
た
ち
に
も

　
　
　
そ
れ
に
類
似
し
た
生
の
か
た
ち
が
あ
る
こ
と
に
思
い
到
っ

　
　
　
た
」
と
し
て
い
る
。
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（
４
）
　
『
論
考
　
堀
辰
雄
』
　
　
（
昭
和
五
十
一
年
一
月
、
有
朋
堂
）

　
　
　
所
収

（
５
）
　
「
堀
辰
雄
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
」
に
つ
い
て
Ｉ
Ｉ
－
－
歴
史
小

　
　
　
説
の
挫
折
」
昭
和
四
十
五
年
二
月

（
６
）
　
「
昭
和
十
年
代
の
堀
文
学
」
、
『
堀
辰
雄
－
１
１
昭
和
十
年
代

　
　
　
の
文
学
』
（
平
成
五
年
十
二
月
、
リ
ー
ベ
ル
出
版
）
所
収

（
７
）
　
「
『
風
立
ち
ぬ
』
完
結
前
後
」
、
『
論
考
　
堀
辰
雄
』
所
収
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