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生

の
人
々

｜
｜
〈
家
庭
〉
生
成
の
過
程
｜
｜

五
島

慶

は
田
山
花
袋
に
と
っ
て
の
〈
実
験
小
説
〉
で
あ
っ
た
。
新
関
連
載
を
終

(l
) 

え
て
か
ら
明
治
四
十
一
年
十
一
月
に
易
風
社
よ
り
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
あ
た
る
同
年
九
月
の
『
早
稲
田
文
学
』
に
、

(2
) 

「
『
生
』
に
於
け
る
試
み
」
と
題
す
る
談
話
が
紹
介
き
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
於
て
、
彼
は
有
名
な
「
平
面
描
写
」
の
主
張
を
ぶ
ち
揚
げ
る
。

「
生
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
四
十
一
年
四
月
十
三
日

j

七
月
十
九
日
）

す
な
わ
ち
、
「
現
実
に
於
け
る
自
己
の
経
験
を
、
柳
か
の
主
張
を
加
へ
ず
に
、

た
ゾ
見
た
ま
、
聴
い
た
ま
、
触
れ
た
ま
、
に
描
く
」
こ
と
、

「
生
」
は
そ
う
し
た
方
針
の
下
、
自
ら
の
「
経
験
し
た
事
実
を
事
実
そ
れ
自
ら
と
し
て
印
象
の
ま
、
平
面
的
に
書
い
た
」
も
の
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
方
法
の
是
非
を
巡
る
、
あ
る
い
は
そ
の
成
否
に
関
す
る
論
議
が
同
時
代
、
更
に
は
今
日
の
研
究
に
至
る
ま
で
喧
し
い
が
、

こ
で
今
仮
に
そ
の
主
張
の
始
発
点
｜
｜
作
家
の
モ
チ
ヴ
ェ
l

シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
を
措
定
す
る
な
ら
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
少
く
と
も
そ
の
よ
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で，

」ー



う
な
狙
い
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
「
生
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
そ
こ
に
表
わ
（
さ
）
れ
て
い
る
ド

メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
事
実
」
を
花
袋
と
い
う
一
人
の
男
性
表
現
主
体
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
、そ
う
し
た
傾
向
性
を
窺
う
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

本
論
で
は
特
に

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
於
け
る
〈
家
庭
〉
と
い
う
在
り
方
に
関
し
て
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。
従
来
の
「
生
」
に
関
す
る

論
で
は
、
そ
れ
が
家
族
制
度
の
抱
え
る
諸
矛
盾
を
描
き
な
が
ら
そ
の
問
題
を
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
、
と
い
っ
た

(3
) 

見
解
が
多
く
提
出
さ
れ
、
そ
の
要
因
は
主
と
し
て
作
者
花
袋
の
主
情
的
傾
向
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
見
解
自
体
の
非
を
言
う
つ
も

り
は
な
い
が
、
問
題
の
根
は
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
自
体
の
も
つ
価
値
観
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

い
換
え
れ
ば
、
〈
家
庭
〉
と
い
う
も
の
の
内
実
と
そ
れ
を
統
括
す
る
原
理
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
那
辺
に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

平
岡
敏
夫
は
『
日
露
戦
後
文
学
の
研
究
』
（
有
精
堂

の
中
で

（
第
五
部
「
家
と
家
庭
」
）
、
「
日
露
戦
後
に
お
け
る
統
一
的
国
民

一
九
八
五
）

意
識
や
国
家
意
識
の
退
潮
・
崩
壊
は
、
個
人
の
自
覚
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
裏
腹
に
個
人
の
孤
立
意
識
を
生
み
出
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
「
家
」

「
家
庭
」の
危
機
・
崩
壊
に
呼
応
し
、
個
人
な
い
し
家
族
の
危
機
に
及
ぶ
の
で
あ
る
」
（
一
六
八
頁

以
下
頁
数
は
全
て
下
巻
の
も
の

と
前
置

き
し
た
後
、
同
時
代
の
文
学
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
「
家
」の
問
題
と
「
家
庭
」
の
問
題
を
一
応
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
り
、
「
家
」
と
い
う
法
律
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
・
社
会
的
存
在
が
、
具
体
的
な
「
家
庭
」
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題

の
立
て
方
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
」
（
一
六
九
i

一
七
O
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
家
庭
」
と
は
「
夫
婦
を
核
と
し
て
成
立
す
る

具
体
的
な
家
族
の
生
活
形
態
」
（
一
六
九
頁
）と
前
の
部
分
で
規
定
が
あ
っ
て
、

」
う
し
た
論
者
に
向
け
て
の
問
題
提
起
は
妥
当
な
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

-25 
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確
か
に
、
平
岡
氏
の
言
う
通
り
、
「
生
」
に
お
い
て
「
分
家
し
て
夫
婦
だ
け
で
一
軒
を
構
え
て
い
る
銑
之
助
夫
婦
の
「
家
庭
」
と
、

だ
が
同
時
に
、

「
銑
之
助
の
若
い
妻
も
、
主
人
の
新
妻
も
、
今
は
こ
の
吉
田
家
の
家
庭
の
人
と
な
っ
た
」
（
「
生
」第九（い
章1 の
）は

と事
い実
つで
ーあ
節る

（
姑
）
と
同
居
し
て
い
る
長
男
夫
婦
の
「
家
庭
」
が
同
様
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
は
ず
も
な
」
（
一
七
O
頁
）

端
的
に
表
れ
て
い
る
如
く
、
こ
う
し
た
個
々
の
夫
婦
の
在
り
方
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
存
在
す
る
、
よ
り
広
範
な
人
間
関
係
・
集
団
を
指
し
示

す
概
念
と
し
て
〈
家
庭
〉
と
い
う
語
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
於
て
、
母
親

の
存
在
は
従
来
言
わ
れ
て
い
る
が
知
く
半
封
建
的
な
「
家
」

」
の
テ
ク
ス
ト
に
云
う
〈
家
庭
〉

の
象
徴
と
し
て
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

中
心
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
老
母
の
死
は
テ
ク
ス
ト
全
篇
を
通
じ
て
の
事
件
と
し
て
あ
り
得
た
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と

を
最
も
深
刻
に
、
か
つ
率
先
し
て
受
け
と
め
た
の
が
銑
之
助
で
あ
っ
た
。

理
由
な
し
に
涙
が
滴
れ
る
。
子
の
為
め
に
親
は
其
総
て
を
尽
し
た
。
子
は
親
の
為
め
に
果
し
て
何
を
尽
し
た
か
。
母
は
難
か
し
か
っ

た
。
け
れ
ど
難
か
し
い
以
上
に
温
情
で
あ
っ
た
。
わ
れ
等
の
為
め
に
、
真
心
か
ら
悲
し
み
、
真
心
か
ら
憂
ひ
、
真
心
か
ら
、
怒
っ
た
。

む
づ
か
し
か
っ
た
の
は
優
し
か
っ
た
為
め
で
あ
る
。
で
あ
る
の
に
、

子
等
は
何
を
以
て
こ
れ
に
酬
い
た
？

人
間
の
浅
ま
し
き
が
今
更
の
や
う
に
蒜
と
胸
に
迫
っ
た
。

（
三
十
八
章
）

「
重
右
衛
門
の
最
後
」
（
明
治
三
十
五
年
五
月
刊
、
新
声
社
）
か
ら
「
蒲
団
」
（
明
治
四
十
年
九
月
『
新
小
説
』
）
を
経
て
「
生
」
に
至
る
花
袋
テ

ク
ス
ト
の
表
現
構
造
を
分
析
し
た
川
上
美
奈
子
「
自
然
主
義
小
説
の
表
現
構
造
｜
｜
田
山
花
袋
・

(5
) 

｜
｜
」
は
、
「
生
」
の
語
り
手
に
関
し
て
次
の
如
く
言
う
。

「
重
右
衛
門
の
最
後
」
か
ら
「
生
」

母
親

(177) 
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全
知
的
な
語
り
手
は

こ
の
小
説
で
は
必
ず
し
も
中
立
的
で
は
な
い
。
「
生
」
に
は
特
定
の
主
人
公
は
い
な
い
が
、か
な
り
の
部
分
が

次
男
銑
之
助
を
視
点
人
物
と
し
て
お
り
、
次
に
老
母
を
中
心
に
し
て
い
る
章
が
多
い
。

(6
) 

の
成
功
を
踏
ま
え
、
更
に
そ
こ
で
の
批
判
に
応
ず
る
べ
く
、
「
平
面
描
写
」
の
旗
印
の
下
「
生
」
に
紗
て
目
指
さ
れ
た
の
は
、
全

「
蒲
団
」

知
に
し
て
中
立
的
な
語
り
手
の
存
在
を
作
中
に
確
立
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
成
果
の
一
端
は
、
銑
之
助
を
初
め
と
す
る
登
場
人

物
各
人
を
客
観
視
し
相
対
化
す
る
語
り
手
の
叙
述
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
態
度
は
テ
ク
ス
ト
全
体
に
通
底
す
る
も
の
で
は
決
し

て
な
い
。
再
び
川
上
論
よ
り
引
く
。

生

の
語
り
手
は
単
に
見
聞
す
る
の
み
な
ら
ず
、
個
有
の
解
釈
や
思
想
に
よ
っ
て
、
人
物
の
言
動
や
事
象
を
意
味
づ
け
て
し
ま
う
。

と
り
わ
け
、
銑
之
助
を
中
心
と
す
る
場
面
で
は
、
銑
之
助
の
感
情
に
同
調
す
る
語
り
手
の
主
観
性
が
際
立
っ
て
い
る
。

先
に
（
本
節
冒
頭
）
引
い
た
の
は
「
母
の
四
十
日
の
祭
を
済
ま
し
て
帰
っ
て
来
た
夜
」

の
銑
之
助
の
内
省
で
あ
る
が
、

か
な
り
語
り
の
地

の
文
と
融
合
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

い
わ
ば
語
り
手
と
銑
之
助
が
二
人
が
か
り
で
こ
の
よ
う
な
言
説
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
地
点
、
あ
る
い
は
視
点
か
ら
老
母
を
眼
差
し
た
と
き
に
見
え
て
く
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
「
母
親
」
と
い
う
存
在
の
特
権
性

に
外
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
説
く
よ
う
な
「
親
の
思
」
と
い
う
の
は
老
母
自
身
よ
く
口
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
「
嫁
」
と
い
う
立
場
、
「
母

親
」
と
い
う
役
割
に
自
ら
を
埋
没
さ
せ
て
そ
の
生
涯
の
大
半
を
送
っ
て
来
た
彼
女
が
、
今
度
は
逆
に
そ
れ
と
同
様
の
献
身
を
長
男
錬
夫
婦
を

初
め
と
す
る
子
の
世
代
に
要
求
す
る
際
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

(7
) 

不
在
の
父
に
代
わ
っ
て
一
家
の
長
と
し
て
の
権
限
を
揮
い
、
周
囲
に
も
そ
れ
に
対
す
る
無
条
件
の
服
従
を
強
要
す
る
老
母
で
あ
る
が
、

の
よ
う
な
「
母
親
」
を
頂
点
と
す
る
家
族
の
形
態
｜
｜
〈
家
庭
〉
と
し
て
の
在
り
方
を
、
彼
女
は
完
全
に
自
ら
の
う
ち
に
内
面
化
し
、
最
上

の
価
値
と
し
て
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ど
う
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
な
老
母
の
内
面
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
描
き

-27 
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込
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

｜
｜
考
が
す
ぐ
変
る
。

明
治
十
年
の
二
月
夫
が
警
視
庁
か
ら
帰
っ
て
来
る
。
愈
々
戦
争
に
出
る
こ
と
に
決
め
た
と
い
ふ
。
（
中
略

其
頃
夫
は
東
京
に
出
て
下
谷
の
根
岸
の
警
察
に
勤
め
て
居
た
。
老
母
に
取
つ
て
は
其
時
が
一
番
自
由
で
楽
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
根

岸
の
榎
の
樹
の
あ
る
附
近
に
借
家
を
し
て
住
ん
で
居
た
。
（
十
一
章
）

作
中
、
銑
之
助
の
そ
れ
と
並
ん
で
老
母
の
回
想
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
は
既
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、

そ
こ
に
於
て
は

｜
｜
例
え
ば
家
人
に
対
す
る
言
動
・
態
度
の
振
幅
の
大
き
き
に
比
し
て
｜
｜
｜
比
較
的
率
直
に
彼
女
の
心
情
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
下
谷
根
岸
の
借
家
時
代
と
は
、
「
難
か
し
い
男
姑
」
（
第
二
章
）
を
田
舎
（
国
元
）
に
残
し
、
夫
婦
と
そ
の
子
ら
の
み
に
よ

っ
て
完
結
し
た
ご
家
」
を
営
ん
で
い
た
時
期
な
の
で
あ
る
。

‘
，
，
A
V、
．
、

丈
カ

そ
の
彼
女
に
と
っ
て
「
一
番
自
由
で
楽
し
か
っ
た
」
時
も
決
し
て
長

く
は
続
か
な
か
っ
た
。

そ
の
年
の
四
月
に
は
夫
は
戦
死
し
て
し
ま
い
、
「
七
月
に
は
一
家
を
纏
め
て
田
舎
に
帰
る
」
（
第
十
一
章
）
羽
目
に
陥

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

同
じ
「
一
家
」
の
中
に
あ
っ
て
夫
婦
と
い
う
単
位
に
収
数
し
、
そ
こ
に
新
た
な
る
「
家
庭
」
を
築
こ
う
と
す
る
長
子
夫
妻
ー
ー
と
り
わ
け

一
つ
に
は
自
分
が
手
に
入
れ
損
ね
た
も
の
を
彼
ら
が
得
ょ
う
と
し
て
い
る
事
に
対
す
る
や
っ
か
み
の

長
男
の
嫁
に
老
母
が
強
く
当
る
の
は
、

(8
) 

気
持
ち
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
正
当
化
す
る
上
で
「
親
の
因
企
を
強
調
す
る
「
孔
子
様
の
教
」
は
都
合
が
よ
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
老
母
の
〈
家
庭
〉
に
対
す
る
欲
望
は
明
ら
か
に
あ
る
捻
れ
を
苧
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
老
母
の
欲
望
を
あ
る
種
発
展
的
に
受
け
継
い
だ
の
が
銑
之
助
で
あ
っ
た
。
彼
は
老
母
の
求
め
る
論
理
（
「
親
の
思
」
）
を
自
ら
積
極

的
に
引
き
受
け
つ
つ
、
妻
と
の
関
係
の
中
に
充
足
し
よ
う
と
す
る
。
自
分
は
そ
の
現
場
に
近
づ
く
こ
と
な
く
、
介
護
に
立
ち
会
わ
せ
る
妻
を

母
の
気
に
入
ら
せ
た
い

（
第
八
章
）
と
い
う
の
は
、
彼
の
そ
う
し
た
折
衷
的
態
度
の
顕
れ
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
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に
、
老
母
自
身
は
東
京
で
の
夫
と
の
生
活
i

｜
当
然
そ
こ
に
は
子
供
達
が
附
随
す
る
が
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
夫
の
こ
と
で
あ
る
ー
ー
を

「
一
番
自
由
で
楽
し
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。に
も
関
わ
ら
ず
、
銑
之
助
が
「
母
親
の
喜
ば
し
き
う
な
顔
」
と
し
て
想
起
す
る
の
は
、
決
ま

っ
て
父
の
死
後
、
自
分
ら
子
供
達
と
接
し
て
い
る
と
き
の
老
母
の
相
で
あ
る
（
第
五
章
、
他
）
。
六
歳
で
父
親
と
死
別
し
た
銑
之
助
で
あ
っ
て

み
れ
ば

こ
の
よ
う
な
意
識
の
あ
り
方
は
寧
ろ
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
彼
の
内
面
に
即
す
る
記
述
の
多
い
こ
の
テ
ク
ス
ト
に

あ
っ
て
は
、

そ
れ
に
よ
り
宛
も
老
母
が
ア
l

プ
リ
オ
リ
に
「
母
」
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
彼
女
が
「
母
」
と
し
て
以
外
に
あ
り

得
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。

更
に
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
僕
等
は
母
の
お
蔭
で
成
長
く
な
っ
た
ん
だ
か
ら
」
（
第
八
章
）
「
母
親
を
幸
福
に
す
る
こ
と
の
出
来
な

か
っ
た
の
は
吾
等
兄
弟
の
罪
で
あ
る
！
」
（
第
五
章
）と
い
う
認
識
に
至
っ
て
は
明
ら
か
に
飛
躍
と
短
絡
以
外
の
何
物
で
も
な
い
が
、
問
題

は
こ
う
し
た
言
説
が
一
人
の
女
性
と
し
て
の
老
母
の
「
幸
福
」
の
自
己
決
定
性
を
置
き
去
り
に
す
る
と
と
も
に
、
先
に
見
た
よ
う
な
屈
折
し

た
欲
望
の
発
露
と
し
て
の
彼
女
の
理
論
に
根
拠
を
与
え
、
結
果
と
し
て
親
ー
ー
ー
こ
こ
で
は
特
に
「
母
」
｜
｜
と
子
の
、
「
温
情
」
を
媒
介
と

(9
) 

す
る
無
条
件
の
紐
帯
を
前
提
と
し
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
於
け
る
〈
家
庭
〉
と
い
う
あ
り
方
を
温
存
す
る
力
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
事

態
で
あ
る
。『

母
様
が
死
ん
で
了
っ
た
。
も
う
一
人
だ
。
』

見
る
と
夫
が
泣
い
て
居
る
の
で
、
お
梅
も
悲
し
く
な
っ
た
。
慰
む
べ
き
言
葉
も
出
な
い
。

『
も
う
一
人
だ
！
』
と
銑
之
助
は
繰
返
し
て
言
っ
て
、

お
前
と
二
人
で
此
世
の
中
を
渡
ら

『
も
う
力
に
な
っ
て
呉
れ
る
も
の
は
無
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』

（
中
略

29-(174) 



二
人
は
始
め
て
う
き
世
の
波
に
触
れ
た
や
う
な
痛
切
な
悲
哀
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
夫
婦
と
し
て
の
意
味
以
上
に
、
あ
る
力
強
い
密

接
な
関
係
が
か
れ
等
の
上
に
生
じ
た
。

お
梅
は
丁
度
六
月
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
節
目
頭
で
引
用
し
た
第
三
十
八
章
の
、
そ
れ
よ
り
少
し
後
の
部
分
で
あ
る
。
銑
之
助
の
言
が
語
り
手
に
よ
っ
て
更
な
る
意
味
付

け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
二
人
の
共
犯
関
係
を
顕
著
に
窺
わ
せ
る
が
、
」
こ
で
の
問
題
は
傍
線
部
で
あ
る
。
平
岡
氏

は
こ
の
部
分
に
関
し
て
、
「
こ
れ
は
逆
に
そ
れ
だ
け
母
親
に
象
徴
さ
れ
る
「
家
」
が
個
人
を
支
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
し
て
、

「
「
家
」の
崩
壊
に
よ
る
新
し
い

「
家
庭
」

〈
成
立
〉
が
こ
こ
に
は
あ
る
」
（
前
掲
書
、一
二
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
も
し
仮
に
そ
う
で

σ3 

あ
る
と
す
る
な
ら
ば

「
家
庭
」
な
る
も
の
は
、
先
に
見
た
、
テ
ク
ス
ト
全
篇
に
通
底
す
る
〈
家
庭
〉

こ
こ
に
〈
成
立
〉
し
た
新
し
い

脈
の
中
で
捉
え
直
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
銑
之
助
に
と
っ
て
、
ま
た
語
り
手
に
と
っ
て
、
「
母
」
と
い
う
存
在
は
「
夫
婦
」
と

い
う
現
実
生
活
に
お
け
る
関
係
性
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
銑
之
助
が
自
ら
の
妻
を
母
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
は
、既
に
指
摘
し
て
お

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
老
母
が
死
ん
だ
と
き
、
今
度
は
妊
婦
と
し
て
の
お
梅
が
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
〈
家

庭
〉
は
常
に
「
母
」
と
い
う
存
在
を
内
包
し
て
い
な
け
れ
ば
〈
家
庭
〉
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、

そ
し
て
そ
れ
を
育
て
る
性
と
し
て
の
女
性
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
物
語
の
進
行
に
つ
れ
て
三

子
を
産
み
、

人
（
お
米
、
お
梅
、
光
子
）
も
の
女
性
の
妊
娠
が
語
ら
れ
る
と
い
う
、
あ
る
種
異
例
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
構
成
は
、
全
て
こ
こ

「
か
う
し
て
人
は
生
れ
人
は
死
し
世
は
移
り
行
く
の
で
あ
る
」
（
第
二
十
七
章
）
と
い
う
語
り
手
の
言
や
、
同
時

（
叩
）

代
評
中
の
「
人
類
の
種
の
逓
次
事
業
」
と
い
っ
た
見
方
は
、
女
性
の
妊
娠
出
産
と
い
う
機
能
的
役
割
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
出
て
来
な
い
も

に
起
因
し
て
い
る
。
実
際
、

の
で
あ
る
。

(173) 

の
文
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更
に
小
説
の
冒
頭
に
近
く
、
過
去
の
出
来
事
の
概
述
の
中
で
、
錬
の
先
妻
が
懐
妊
出
産
し
た
と
き
、

そ
れ
に
よ
り
「
家
庭
も
い
く
ら
か
円

満
に
な
る
で
あ
ら
う
」
（
第
二
章
）
こ
と
が
錬
、
銑
之
助
そ
の
他
に
よ
り
期
待
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
恰
も
「
嫁
」
と
い
う
存
在
が
惹

き
起
し
て
し
ま
う
問
題
を
、
そ
れ
が
「
母
」
と
い
う
役
割
を
兼
ね
る
こ
と
で
相
殺
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
。だが
、
実
際
に
は
そ
の
生
児
は
死

に
、
「
家
庭
の
暗
闘
苦
闘
」
（
第
九
章
）の終
罵
は
老
母
の
死
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
子
を
産
み
育
む
と
い
う
役
割
を
負
わ
せ
ら
れ
た

一
つ
の
〈
家
庭
〉
の
中
に

レ
ヴ
ェ
ル
の
違
う
二
人
の
「
母
」
は
同
居
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
物
語
の
末
尾
で
三
人
の
妻
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
「
子
」
を
抱
い
て
写
真
を
撮
る
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
こ
、
っ

し
た
〈
家
庭
〉
の
在
り
方
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
女
た
ち
に
は
子
と
、

そ
れ
に
附
随
す
る
義
務
を
果
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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こ
の
場
合
お
桂
は
自
分
の
子
を
も
た
な
い
。
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
テ
ク
ス
ト
で
は
自
分
の
も
の
で
は
な
い
「
男
の
児
」
を
あ
て
が
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
「
男
の
児
」
は
こ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
い
英
男
の
換
喰
で
あ
る
。
小
説
は
「
主
人
」
た
る
鎌
（
テ
ク
ス
ト
全
篇
を
通
じ
、

彼
に
対
す
る
語
り
手
の
呼
称
は
「
主
人
」
で
あ
っ
た
）
の
長
男
英
男
（
彼
の
実
母
も
、
彼
を
産
む
と
い
う
そ
れ
こ
そ
一
つ
の
役
割
を
果
た
し
た
時
点
で

死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
）
と
、
そ
れ
を
ま
さ
に
（
自
ら
の
）
死
に
至
る
ま
で
育
て
て
き
た
老
母
（
テ
ク
ス
ト
に
は
、
過
剰
な
ま
で
に
積
極
的
に

「
孫
の
世
話
」
を
引
き
受
け
る
彼
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
た
）
が
一
緒
に
写
っ
て
い
る
写
真
を
、
「
兄
弟
は
皆
な
そ
れ
を
手
に
取
っ
て
見
」
（
第
三

十
九
章
、
大
尾
）
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
語
り
手
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
る
〈
家
庭
〉
の
理
想
像
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え

ょ
う
。
先
に
指
摘
し
た
自
ら
の
子
が
無
い
と
い
う
お
桂
の
〈
欠
損
〉
｜
｜
理
想
の

〈
家
庭
〉
に
於
て
そ
れ
は
ま
さ
し
く
〈
欠
損
〉
で
あ
る

ー
ー
は
、
「
主
人
」
の
子
英
男
に
よ
っ
て
完
全
に
補
完
さ
れ
、
彼
女
に
は
そ
の
養
育
と
い
う
役
割
が
死
し
た
老
母
に
代
わ
っ
て
課
せ
ら
れ
る

(172) 
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。



(171) 

「
生
」
に
於
て
は
、
血
縁
・
姻
戚
関
係
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
立
す
る
吉
田
と
い
う
一
つ
の
〈
家
庭
〉
を
舞
台
と
し
て
物
語
が
展

関
し
て
ゆ
く
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
嫁
取
」
に
始
ま
る
。
「
嫁
」
を
「
取
」
る
と
い
う
の

は
、
あ
く
ま
で
こ
の
〈
家
庭
〉

の
側
か
ら
の
一
一
万
的
な
謂
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
そ
の

〈
家
庭
〉
に
と
っ
て
必
須
の
役
割
を
負
っ
た
構
成
員
の

加
入
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

そ
こ
に
一
つ
の
範
が
求
め
ら
れ
る
の
は
寧
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
冒
頭
の
湯

屋
の
会
話
で
も
ふ
れ
ら
れ
る
通
り
、
錬
の
二
度
目
の
妻
を
老
母
の
「
気
に
入
ら
ね
え
で
、
去
年
出
し
て
了
っ
た
」
（
第
一
章
）
結
果
と
し
て
、

こ
の
た
び
お
桂
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
実
に
象
徴
的
で
あ
る
。
当
然
、
彼
女
に
は
そ
う
し
た
〈
家
庭
〉
に
於
け
る
「
嫁
」

と
し
て
の
役
割
が
最
初
か
ら
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
『
今
度
は
好
い
の
が
欲
し
い
も
ん
だ
が
：
：
：
。
』
（
第
四
章
）

と
ニ
ニ
早
フ
と
き
、
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老
母
は
吉
田
と
い
う
〈
家
庭
〉
を
表
象
リ
代
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
ら
そ
う
あ
る
こ
と
を
望
ん
だ
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
既

見
た
如
く
、
銑
之
助
的
価
値
判
断
に
貫
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
、

ア
プ
リ
オ
リ
に
老
母
を
そ
の
よ
う
な
立
場
に
据
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

尚
、
テ
ク
ス
ト
全
体
と
し
て
も
同
様
の
志
向
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
登
場
か
ら
し
ば
ら
く
の
聞
は
「
お
桂
」
と
い
う
固
有
名
を
用
い

（
日
）

ず
、
「
嫁
」
「
嫁
」
と
呼
び
続
け
る
語
り
手
の
口
調
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
期
待
さ
れ
る
「
嫁
」
像
と
い
う
も
の
を
見
事
に

裏
切
っ
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
実
際
の
お
桂
と
い
う
女
性
は
立
ち
現
れ
て
お
り
、
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
彼
女
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
存
在

意
義
は
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
が

こ
れ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
期
待
さ
れ
る
理
想
像
と
い
う
も
の
を
確
認
し

て
お
こ
う
。
そ
れ
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
現
れ
方
を
す
る
。

母
親
の
眼
に
は
、
精
々
色
の
槌
せ
た
紋
附
と
、
顔
の
長
い
髪
の
盛
れ
た
女
の
顔
と
が
映
っ
た
。
何
と
謂
っ
て
も
元
木
に
勝
る
う
ら
木



無
し
、
英
男
（
孫
の
名
）

の
母
親
が
一
番
好
か
っ
た
。
容
色
も
満
更
で
は
な
か
っ
た
し
、
優
し
く
も
あ
っ
た
し
、
女
ら
し
く
も
あ
っ

た
。
何
故
早
く
死
ん
だ
の
か
。

四
章
）

婚
礼
の
場
で
の
、
お
桂
を
目
前
に
し
て
の
老
母
の
感
想
で
あ
る
。
対
比
に
よ
り
、
死
ん
だ
鎌
の
先
妻
が
理
想
化
さ
れ
て
い
る
。
失
わ
れ
た

も
の
へ
の
遡
行
的
憧
僚
と
い
っ
た
面
が
濃
厚
だ
が

こ
こ
で
理
想
の
「
嫁
」
像
に
想
到
す
る
に
当
た
っ
て
ま
ず
「
容
色
」
が
要
点
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
嫁
」
と
い
う
機
能
的
存
在
に
お
い
て
も
、
外
貌
は
ま
ず
第
一
に
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

そ
の
点
に
於
て
大
き
く
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
お
鉄
は
、
結
局
所
期
に
反
し
て
家
枠
か
ら
「
嫁
」
に
直
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
嫁
」
｜
｜

お
桂
の
定
着
を
機
と
し
て
吉
田
家
を
去
る
外
な
か
っ
た
。
「
女
は
容
色
が
悪
く
て
は
、

ど
ん
な
に
正
し
い
心
を
抱
い
て
居
て
も
振
向
く
も
の

も
無
い
の
か
と
思
ふ
と
悲
し
く
も
な
る
。
」
（
第
四
章
）と
は
彼
女
自
身
の
心
中
表
現
で
あ
る
が
、

そ
の
去
る
に
際
し
て
「
台
湾
に
赴
任
す
る

家
族
に
つ
い
て
行
か
う
か
、
某
病
院
の
看
護
婦
に
な
ら
う
か
、
此
二
つ
が
か
の
女
の
運
命
で
あ
っ
た
。
」
（
第
十
三
章
）
と
規
定
す
る
、
換
言
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す
れ
ば
「
容
色
が
悪
い
」
女
か
ら
「
結
婚
」
と
い
う
人
生
の
選
択
肢
（
そ
れ
が
必
ず
し
も
人
生
の
幸
福
に
結
び
付
く
わ
け
で
は
無
論
な
い
が
）
を

纂
奪
す
る
語
り
手
の
態
度
か
ら
は
、
先
の
お
鉄
の
心
中
言
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
一
つ
の
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
流
通
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
充
分
に
窺
わ
せ
る
。

小
説
の
冒
頭
数
章
を
見
る
と
、
「
吉
田
寓
」
の
近
所
に
は
隣
の
お
菊
を
始
め
「
若
い
美
し
い
細
君
」
（
と
、
語
り
手
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
人

物
）
が
た
く
さ
ん
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
「
「
生
」
の
常
文
句
」
と
し
て
「
若
い
こ
と
が
百
万
辺
も
出
て
ゐ
る
」
と
指
摘
す
る
同
時

（
ロ
）

代
評
も
あ
る
が
、
「
若
い
美
し
い
細
君
」
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
於
け
る
理
想
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
上
で
、
対
比
き
せ
る

形
で
物
語
内
に
活
動
す
る
吉
田
家
の
女
性
た
ち
を
描
い
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
先
に
語
り
手
と
共
犯
関
係
に
あ
る
と
言
っ
た
銑
之
助
の
視
点
と
大

い
に
関
係
し
て
い
る
。
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結
婚
を
神
聖
視
し
、
「
夫
婦
の
愛
情
」（
第
四
章
）
を
云
う
銑
之
助
で
あ
る
が
、
結
婚
後
は
自
ら
の
妻
を
「
母
」
の
論
理
に
従
属
さ
せ
よ
う

と
努
め
て
い
た
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
相
手
と
の
関
係
性
に
お
け
る
第
一
義
的
な
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
一
種
自
分
勝
手
な
、

そ
れ
こ
そ
「
少
女
の
美
に
憧
れ
」
（
同
）
る
よ
う
な
想
世
界
に
彼
が
一
人
で
創

り
あ
げ
た
幻
想
で
あ
っ
て
、
真
に
女
性
を
他
者
と
し
て
見
る
視
点
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
例
え
ば
彼
が

弟
に
自
分
の
新
妻
を
引
き
合
わ
せ
る
と
き
に
『
あ
れ
ほ
ど
女
に
憧
れ
た
兄
貴
の
嫁
は
要
す
る
に
こ
ん
な
女
か
』
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
何
よ
り

も
気
に
し
て
い
る

（
第
七
章
）
こ
と
等
に
明
瞭
に
顕
れ
て
お
り

一
個
独
立
し
た
実
存
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
に
附
随
す
る

つ
の
価
値
と
し
て
自
分
の
妻
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
白
か
ら
進
ん
で
妻
に
し
た
に
は
相
違
な
い
が
、
時
に

は
も
う
少
し
、
容
色
の
立
勝
れ
た
の
を
欲
し
か
っ
た
と
思
ふ
こ
と
も
度
々
で
あ
」
り
、
「
『
恋
愛
は
神
聖
で
あ
る
。
美
醜
問
題
で
は
な
い
、
精

神
問
題
で
あ
る
、
』
と
論
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ー
i

い
や
今
で
も
き
う
思
つ
て
は
居
る
が
、
矢
張
美
し
い
妻
を
持
っ
た
人
は
羨
し
か
っ

た
」
（
第
五
章
）と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
美
」
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
銑
之
助
の
自
意
識
を
満
足
き
せ
得
な
い
お
梅
が
、
し
か
し
彼
に
評
価
さ
れ
る
の
は
そ
の
「
若
々
し
い

無
邪
気
な
態
度
」
（
第
五
章
）
に
於
て
で
あ
る
。か
く
の
如
き
言
説
は
こ
の
後
、
銑
之
助
と
共
犯
関
係
に
あ
る
語
り
手
に
よ
っ
て
何
度
も
反

復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
代
に
も
、
例
え
ば
長
谷
川
天
渓
「
『
生
』
を
読
む
」
（
『
太
陽
』
明
治
四
十
二
年
二
月
）で
は
、
「
細
君
お
梅
其
の

女
が
、
漸
次
に
、
あ
ど
け
な
い
処
女
の
姿
を
失
ひ
ゆ
く
経
路
は
、
鮮
か
に
描
き
出
さ
れ
て
あ
る
」
（
傍
線
引
用
者
）
と
い
っ
た
評
が
見
ら
れ
、

お
梅
と
い
う
存
在
が
そ
の
よ
う
な
所
に
表
象
さ
れ
、
か
つ
読
み
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
た
言
説
は
他
の
登
場
人
物
に
、
さ
ら
に
は
物
語
そ
の
も
の
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。

清
き
少
女
を
得
よ
、
美
し
き
少
女
を
得
よ
、
二
人
の
兄
よ
り
も
比
較
的
世
間
に
成
功
せ
し
貴
下
は
真
面
目
な
る
考
に
て
理
想
的
の
少
女
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を
得
よ
と
い
ひ
し
こ
と
を
御
忘
れ
下
き
る
ま
じ
く
候
。
美
し
き
清
き
妹
を
得
ん
こ
と
は
小
生
等
の
願
に
候
。
不
一
。

こ
れ
は
銑
之
助
が
秀
雄
に
出
し
た
書
翰
の
、
「
馬
鹿
々
々
し
い
と
思
っ
て
ま
た
消
き
う
と
し
」
て
消
さ
な
か
っ
た
｜
｜
消
し
得
な
か
っ
た

最
後
の
一
節
で
あ
る
（
第
七
章
）
。
そ
れ
だ
け
に
よ
り
本
質
的
な
問
題
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
理
想
的
の
少
女
」
と

は
、
「
美
し
き
」
と
「
若
々
し
い
無
邪
気
き
」
を
兼
ね
備
え
た
女
性
の
謂
で
あ
り
、
銑
之
助
的
価
値
基
準
に
従
っ
て
、
よ
り
高
い
水
準
に
あ

る
も
の
を
身
に
つ
け
ろ
、

と
の
意
に
外
な
ら
な
い
。
結
果
、
光
子
は
そ
の
審
級
に
適
う
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
内
に
立
ち
現
れ

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
「
家
庭
の
暗
闘
苦
闘
」
に
捲
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、

し
か
も
最
終
的
に
〈
家
庭
〉
に
入
っ
た
光
子
は
次
の
如
く
描

出
さ
れ
て
い
た
。

光
子
は
美
し
か
っ
た
。
そ
れ
に
性
質
が
優
し
い
の
で
、
近
所
で
も
評
判
で
あ
っ
た
。
唯
、
弘
前
な
ま
り
が
容
易
に
取
れ
ぬ
の
で
、

つ
も
娘
達
に
笑
は
れ
る
種
を
つ
く
っ
た
。
（
三
十
九
章
）

「
美
し
く
」
「
優
し
く
」
「
女
ら
し
く
」
あ
る
こ
と
ー
ー
ー
こ
の
時
点
で
彼
女
は
既
に
「
母
」
で
あ
っ
て
、

ト
に
は
描
か
れ
て
い
る
ー
ー
は
語
り
手
に
よ
っ
て
改
め
て
保
証
さ
れ
、

そ
の
子
を
あ
や
す
様
子
が
テ
ク
ス

（
日
）

そ
の
上
で
「
弘
前
な
ま
り
」
と
い
う
あ
る
種
の
〈
欠
点
〉
が
、
し
か

し
そ
れ
は
〈
家
庭
〉
内
に
笑
い
を
惹
き
起
こ
し
、
彼
女
の
愛
ら
し
き
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
桂
が
遠
目

に
は
／
初
め
は
美
し
く
見
え
た
が
、
や
が
て
縮
れ
毛
と
い
う
丸
髭
｜
｜
そ
れ
は
「
嫁
」
と
い
う
在
り
方
を
表
象
U
代
行
し
て
い
る
｜
｜
に
結

う
に
は
不
適
な
、

そ
の
意
味
か
ら
い
う
と
致
命
的
な
〈
欠
点
〉
が
明
か
さ
れ
て
ゆ
く
の
と
対
脈
的
で
あ
り
、
又
、
「
今
度
は
好
い
の
が
欲
し

い
も
ん
だ
が
」
（
前
出
）と
、
嫁
入
り
前
に
は
そ
の
嫁
と
し
て
の
役
割
が
強
く
期
待
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
徐
々
に
そ
れ
を
裏
切
る
形
で

そ
の
性
質
が
描
出
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
こ
か
ら
〈
家
庭
〉
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
波
乱
を
呼
ぶ
の
と
も
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

、、
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四

こ
の
点
に
関
聯
し
て
重
要
な
の
が
、
お
桂
が
「
嫁
」
で
あ
る
以
前
に
「
妻
」
た
ら
ん
と
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
中
に
稀
少
な
人
物
だ
と
い
う

事
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
前
の
亭
主
は
船
乗
で
、
始
中
終
家
に
居
つ
い
た
た
め
し
が
無
く
、
（
略
）
道
楽
者
に
は
懲
々
し
た
か
ら
、
何
ん
な
苦

労
で
も
す
る
か
ら
、
し
っ
か
り
し
た
亭
主
を
持
ち
た
い
」
（
第
四
章
）と
い
う
、
彼
女
の
再
婚
の
動
機
に
拠
る
と
こ
ろ
大
き
い
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
「
主
人
」
の
妻
と
い
う
、
他
の
誰
に
対
し
て
よ
り
も
強
く
「
嫁
で
あ
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
立
場
は
、
そ
ん
な
お
桂
の
行
き
方
に

対
す
る
周
囲
の
反
発
を
必
然
に
伴
わ
し
め
て
し
ま
う
。

そ
し
て
そ
れ
を
最
も
端
的
な
形
で
表
出
し
た
も
の
と
し
て
お
米
の
不
平
は
あ
る
。

あ
ん
な
娘
さ
ん
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
。

私
ぐ
ん
ぐ
ん
し
て
遣
る
の
さ
。
母
様
の
世
話
で
も
、
英
男
の
世
話
で
も
構
は

口
惜
し
い
か
ら
、

ず
為
て
遣
る
の
さ
。
：
：
：
と
ね
、
あ
れ
で
ね
、兄
様
に
扮
附
け
る
ん
だ
よ
。
子
供
ぢ
ゃ
あ
り
や
し
ま
い
し
、
三
十
近
く
に
な
っ
て
、

た
／
＼
亭
主
に
ひ
っ
附
い
て
、
泣
い
て
見
せ
た
り
、
笑
っ
て
見
せ
た
り
し
て
る
ん
だ
か
ら
厭
に
な
っ
ち
ま
う
よ
。
：
：
：
だ
か
ら
母
様
だ

っ
て
怒
る
ん
サ
。
あ
ん
な
嫁
は
あ
り
ゃ
し
な
い
。
（
十
七
章
）

(U
) 

登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
、
老
母
と
の
性
質
上
の
類
似
が
語
ら
れ
る
お
米
は
、

そ
の
意
識
表
出
の
論
理
に
お
い
て
も
や
は
り
通
ず
る
も
の

が
あ
る
が
、
更
に
そ
の
根
抵
に
は
「
べ
た
／
＼
」
「
ひ
っ
附
い
」
た
り
、
「
泣
い
て
見
せ
た
り
、
笑
っ
て
見
せ
た
り
」
す
る
配
偶
の
不
在
・
非

在
と
い
う
共
通
項
の
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
お
米
に
と
っ
て
の
「
亭
主
」
は
、
お
桂
に
と
っ
て
の
夫
の
よ
う
に
は
決
し

て
あ
り
得
な
い
。
と
は
い
え
、

お
米
が
完
全
に
夫
と
の
情
緒
的
関
係
に
見
切
り
を
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
彼
女
の
新

た
な
る
妊
娠
と
い
う
事
実
や
、

そ
れ
を
指
摘
す
る
老
母
と
の
応
酬
に
於
て
見
せ
る
彼
女
の
態
度
（
第
十
五
章
）
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
お
米
が
お
桂
を
攻
撃
す
る
の
は
、
持
た
ぬ
者
が
持
て
る
者
に
対
し
て
共
通
し
て
抱
く
感
情
｜
｜
即
ち
嫉
妬
の
念
に
よ
る
面
が
少
な
か
ら

(167) 
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（
日
）

ず
あ
り
、

そ
の
点
で
は
老
母
の
痢
痛
の
発
作
と
も
軌
を
一
に
す
る
。
現
に
お
米
が
自
分
の
言
説
を
正
当
化
す
る
意
味
で
母
親
を
引
き
合
い
に

出
し
て
い
る
と
い
う
一
事
も

」
れ
を
裏
書
き
し
て
い
よ
う
。

そ
ん
な
お
米
に
と
っ
て
、
今
居
る
所
は
「
親
の
家
」
（
第
三
十
六
章
）
「
万
一
を
頼
む
実
家
」
（
第
十
八
章
）
で
あ
っ
て
、
お
桂
は
「
嫁
」
と

い
う
一
種
の
他
者
で
し
か
な
い
。

そ
こ
か
ら
「
あ
ん
な
女
に
、
吉
田
家
を
撞
廻
き
れ
て
た
ま
る
も
の
か
」
（
第
十
七
章
）と
い
う
意
識
が
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
方
の
お
桂
の
方
で
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
を
反
転
さ
せ
た
認
識
を
抱
い
て
い
る
。
先
に
夫
に
つ
き
ま
と
う
「
厭
な
女
」
と
し
て
お
鉄
を
追

い
出
し
た
憎
悪
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
第
十
二
章
）
は
、
今
度
は
そ
の
ま
ま
お
米
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
鉄
が
去
る
の
が
第
十
三
章
、

お
米
が
や
っ
て
く
る
の
が
第
十
五
章
で
、
テ
ク
ス
ト
の
記
述
に
於
て
も
ほ
ぼ
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
が
、

（
日
）

の
居
場
所
を
脅
か
す
存
在
と
い
う
こ
と
で
は
両
者
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

お
桂
に
と
っ
て
自
ら

『
人
の
家
に
入
っ
て
来
て
、
勝
手
な
こ
と
を
し
て
、
自
分
一
人
で
看
病
し
た
や
う
な
顔
を
し
ゃ
が
っ
て
：
：
：
。
あ
き
れ
た
女
ぢ
や
が
ナ

ア
。
』
（
三
十
五
章
）

お
米
に
向
か
っ
て
、

お
桂
は
最
終
的
に
こ
の
よ
う
に
峡
阿
を
切
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
、
お
米
に
と
っ
て
の
「
親
の
家
」
は
、
お
桂
に

と
っ
て
は
自
分
ら
夫
婦
の
家
で
あ
っ
た
。
母
の
死
後
、
銑
之
助
は
「
下
の
家
は
も
う
兄
の
家
娘
の
家
に
な
っ
て
了
っ
た
」
と
い
う
「
き
び
し

い
思
」
を
抱
い
て
い
る
（
第
三
十
八
章
）
が
、お
桂
自
身
は
疾
う
か
ら
そ
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
米
に
と
っ
て
の
「
親
の
家
」
が
「
兄
の
家
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
彼
女
の
居
場
所
は
も
は
や
無
い
。
や
る
せ
な
い
思

い
を
抱
い
て
去
っ
て
行
く
お
米
の
姿
（
そ
れ
は
同
じ
第
三
十
六
章
で
語
ら
れ
る
、
光
子
と
の
結
婚
を
思
っ
て
揚
々
と
引
き
揚
げ
て
行
く
秀
雄
の
姿
と

何
と
対
照
的
で
あ
る
こ
と
か
）

は
、
先
に
述
べ
た
お
鉄
退
出
の
場
面
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
彼
女
が
お
米
の
来
訪
を
前
に
し
て
こ
の
家
を
追
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わ
れ
る
｜
｜
「
追
わ
れ
る
」
と
言
っ
て
語
弊
あ
る
ま
い
｜
｜
こ
と
が
こ
こ
で
改
め
て
想
起
さ
れ
て
よ
い
。

六
度
目
（
？
）
の
出
産
を
控
え
た
お
米
は
、
不
本
意
な
が
ら
も
や
は
り
「
田
舎
の
家
」
に
一
戻
っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
介
護
す
べ
き
親

を
亡
く
し
、
子
と
し
て
の
位
置
を
喪
っ
た
彼
女
に
は
、
も
は
や
そ
こ
に
帰
っ
て
母
親
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
以
外
の
途
は
残
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
、

又
一
箇
の
〈
家
庭
〉
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
母
」
を
必
須
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

五

既
述
の
知
く
、
家
父
長
制
的
大
家
族
か
ら
核
家
族
へ
と
い
う
言
わ
ば
社
会
的
・
形
態
的
な
変
化
は
、

明
治
四
十
一
年
発
表
の
こ
の
テ
ク
ス

ト
に
知
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
老
母
の
死
は
恐
ら
く
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
悠
久
な
時
の
流
れ
の
中
で
の
生
死
の
様
態
。

（
口
）

そ
こ
に
、
も
し
く
は
そ
こ
か
ら
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
主
題
な
い
し
「
中
心
思
想
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
点
で
同
時
代
評
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い

る
老
母
を
そ
の
中
心
と
す
る
〈
家
庭
〉

の
「
激
し
い
衝
突
」
が
、
「
人
も
変
り
、
思
想
も
変
り
、
習
慣
も
変
っ
た
」
「
若
い
」
世
代
と
、
「
封

建
時
代
」
を
引
き
ず
っ
た
老
母
と
の
札
様
で
あ
る
と
規
定
（
第
十
章
）
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
宛
も
老
母
の
死
に
よ
り
総
て
の
問
題
が
解
決

し
た
か
の
如
き
錯
覚
を
読
者
は
受
け
か
ね
な
い
。
畑
賓
氏
は
そ
の
「
生
」
論
の
中
で
、
「
時
の
流
れ
の
中
に
人
聞
の
問
題
を
解
決
き
せ
て
い

（
凶
）

く
考
え
を
か
れ
（
花
袋
／
引
用
者
注
）
は
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
と
末
尾
に
近
く
、
頻
り
に
時
の
推

（
凶
）

の
語
り
手
も
そ
の
意
を
受
け
た
も
の
と
し
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
物
語
の
末
尾
の
写
真
の
一
段
は
、
死
に
続
く
生
と

移
を
強
調
す
る
「
生
」

若
い
世
代
の
確
た
る
撞
頭
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が

一
方
で
そ
れ
が
同
時
に
役
割
と
し
て
の
〈
家
庭
〉
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
新
し
く
成
立
し
た
〈
家
庭
〉

と
子
（
供
）

の
ー
ー
「
母
」
（
た
ち
）

の
写
真
が
、
父
母
や
銑
之
助
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ら
幼
時
の
「
写
真
を
蔵
っ
て
置
く
小
箱
」
（
第
三
十
九
章
）
に
倶
に
お
さ
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
長
き
に
亙
り
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
描
い
て
き
た
は

ず
の
、
主
と
し
て
家
族
制
度
に
起
因
す
る
個
別
具
体
の
問
題
が
、
時
の
経
過
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
よ
り
強
力
な
共
同

幻
想
｜
｜
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
概
念
と
言
っ
て
も
い
い
ー
ー
の
な
か
に
ま
き
に
埋
没
／
隠
蔽
せ
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
を
示
し
て
い
る
。

「
生
」
が
「
作
者
田
山
花
袋
を
し
て
完
全
に
文
壇
の
中
央
に
押
し
だ
し
た
重
要
な
作
品
で
あ
る
」
六
平
野
謙
「
解
説
」角
川
文
庫

六
）
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
れ
は
「
『
生
』
に
於
け
る
試
み
」
以
下
の
文
章
で
花
袋
自
ら
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
自
ら
の
属
す
る
一
家
・
一

族
の
時
に
ひ
ど
く
醜
い
現
実
を
刻
扶
す
る
こ
と
で
、
時
期
的
に
重
な
っ
た
藤
村
の
「
春
」
（
明
治
四
十
一
年
四
月
七
日
i

八
月
十
九
日
『
東
京
朝

日
新
聞
』
）
と
並
ん
で
日
本
自
然
主
義
文
学
の
金
字
塔
と
も
成
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。
F

－
、t

、

ナ
八
，
刀

そ
の
内
実
に
つ
い
て
見
た
と
き
、
徒
に
「
仲

良
く
し
て
貰
は
な
く
っ
ち
ゃ
」
（
第
十
八
章
、
他
）
と
云
う
ば
か
り
で
、
そ
も
そ
も
そ
の
場
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
な
い
鎌
・
銑
之
助
ら

（
却
）

家
の
男
ど
も
は
一
三
口
う
に
及
ば
ず
、
「
家
庭
の
暗
闘
苦
闘
」
の
中
に
死
ん
で
い
っ
た
老
母
、
帰
っ
て
は
来
た
も
の
の
結
局
は
又
去
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
お
米
、
争
闘
の
果
て
漸
く
自
ら
の
「
家
」
を
手
に
し
た
お
桂
等
、
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て
重
要
な
役
回
り
を
演
じ
た
女
性
た
ち
に
し

て
も

そ
う
し
た
個
々
の
生
き
ざ
ま
が

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
於
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
と
り
ま
く
同
時
代
の
環
境
の
中
で
は
結
局
の
と
こ
ろ

〈
消
費
〉
き
れ
て
し
ま
い
、
あ
と
に
は
輩
固
に
再
構
築
さ
れ
た
、
「
母
」
を
内
包
す
る
〈
家
庭
〉

（
幻
）

し
得
な
い
。

の
像
だ
け
が
浮
上
し
て
い
る
と
の
感
は
否
定

花
袋
の
「
経
験
し
た
事
実
」
、
彼
が
そ
れ
を
「
印
象
の
ま
、
平
面
的
に
書
い
た
」
と
言
う
と
き
、こ
の
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
起
こ
っ
て
い

た
事
態
と
は
一
方
で
実
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
今
日
の
我
々
は
決
し
て
見
過
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
九
五
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初
出
か
ら
単
行
本
化
に
際
し
て
は
、
章
立
の
変
更
・
文
章
の
加
除
（
全
体
に
削
る
ほ
う
が
多
い
）
等
、
か
な
り
の
改
変
が
な
き
れ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
す
る
要
が
あ
る
。
同
問
題
を
中
心
に
扱
っ
た
先
行
論
と
し
て
佐
々
木
啓
三
生
」
の
改
変

に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
青
山
語
文
』
平
成
八
年
三
月
）
が
あ
る
。

後
の
研
究
に
於
て
、
こ
こ
に
は
筆
記
者
と
見
ら
れ
る
相
馬
御
風
の
主
張
の
影
を
見
る
向
き
も
あ
る
。

山
田
有
策
は
逆
に
「
近
代
文
学
史
に
お
い
て
〈
家
族
〉
を
初
め
て
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
作
品
」
と
し
て
「
生
」
を

高
く
評
価
し
て
い
る
（
「
家
族
の
発
生
｜
｜
山
田
花
袋
「
生
」
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
、
佐
藤
泰
正
編
『
文
学
に
お
け
る
家
族
』
〔
笠
間
書
院

一
九
八
七
）
所
収
）
。
氏
は
「
〈
家
族
〉
そ
の
も
の
が
必
然
的
に
か
か
え
こ
ん
で
い
る
問
題
」
に
主
と
し
て
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
そ
う
し
た
〈
家
族
〉
と
い
う
も
の
が
「
作
品
」
の
中
に
立
ち
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
際
に
生
ず
る
事
態
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
運
動
そ
の
も
の

を
問
題
化
し
た
い
。

以
下
本
文
は
『
定
本
田
山
花
袋
全
集
』
第
一
巻
（
臨
川
書
店
一
九
九
三
）
所
収
の
単
行
本
系
の
そ
れ
に
従
う
。
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
。

『
人
文
学
報
（
東
京
都
立
大
学
）
』
平
成
元
年
三
月
。

前
掲
川
上
論
で
は
、
「
形
の
上
で
は
客
観
描
写
式
で
作
者
の
態
度
は
主
人
公
の
主
観
的
説
話
式
で
あ
る
。
」
と
い
う
「
早
稲
田
文
学
』
合
評

（
明
治
四
十
年
十
月
）
に
於
け
る
片
上
天
弦
の
評
言
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
「
今
日
一
般
化
し
て
い
る
批
判
の
晴
矢
」
と
位
置
付
け
る
。

こ
こ
で
は
実
際
の
生
活
の
〈
場
〉
に
於
け
る
力
関
係
に
関
し
て
こ
う
言
う
の
で
あ
り
、
法
的
な
「
戸
主
」
の
意
味
で
は
用
い
て
い
な
い
。

こ
の
点
を
あ
る
程
度
ま
で
正
し
く
把
握
し
て
い
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
中
に
お
桂
た
だ
一
人
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
「
吉
田
家
の
家

庭
」
に
と
っ
て
〈
他
者
〉
で
あ
る
彼
女
の
異
質
き
が
、
作
中
世
界
を
異
化
す
る
契
機
を
苧
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
窺
わ
れ
よ
う
。

夙
く
は
猪
野
謙
二
が
「
『
生
』
を
支
え
る
も
の
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
昭
和
四
十
年
五
月
、
『
明
治
の
作
家
』
〔
岩
波
書
店
一
九
六
六
〕
所

収
）
に
於
て
、
こ
の
「
温
情
」
に
よ
る
家
族
の
在
り
方
を
問
題
に
し
て
い
る
。

鴛
驚
子
「
『
生
』
読
後
の
感
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
四
十
一
年
十
二
月
三
十
・
三
十
一
日
）
。
な
お
、
同
文
中
で
は
、
読
下
三
十
八
章
に
至
っ

た
と
き
、
「
銑
之
助
と
一
緒
に
泣
い
て
了
っ
た
」
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
の
論
理
を
か
な
り
内
面
化
し
た
者
と
見
る
こ
と
が
で
き

づ
。こ

の
傾
向
は
初
出
形
の
方
に
よ
り
著
し
い
。

、
迂3 2 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

8 7 9 10 11 

例
え
ば
、
連
載
第
八
回

（
全
集
本
文
で
は
第
四
章
の
一
部
）
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尾
に
あ
っ
た
「
嫁
は
遂
に
来
た
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の
で
あ
る
。
」
と
い
う
一
文
は
、
単
行
本
化
以
降
削
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
彼
女
を
指
す
語
り
手
の
呼
称
が
「
嫁
」
か
ら
「
お
桂
」
に
替
わ

る
の
は
、
隣
の
細
君
と
の
会
話
を
描
い
た
第
十
二
章
を
そ
の
契
機
と
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

「
卓
上
食
後
」
（
『
文
庫
』
明
治
四
十
一
年
五
月
十
五
日
）
。
な
お
、
同
評
は
「
生
」
連
載
の
中
途
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
と
も
そ
の

冒
頭
十
数
回
を
読
ん
だ
段
階
で
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
地
方
蔑
視
の
眼
差
し
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
今
回
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
こ
れ
を
問
題
と
し
な
い
。

第
十
七
章
で
の
お
梅
と
銑
之
助
の
会
話
、
他
。

「
「
生
』
読
後
の
感
」
（
注
叩
参
照
）
は
こ
こ
に
お
米
の
「
生
の
跳
躍
」
を
見
て
、
「
私
は
こ
冶
に
も
此
の
作
篇
に
あ
っ
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る

生
の
一
相
を
認
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

渡
辺
和
雄
は
「
「
生
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
ー
ー
採
り
上
げ
ら
れ
た
家
に
つ
い
て
の
私
論
｜
｜
」
（
紅
野
敏
郎
編
『
論
考
田
山
花
袋
』
〔
桜
楓

社
一
九
八
六
）
所
収
）
に
於
て
、
「
家
の
具
体
的
な
空
間
を
め
ぐ
る
母
親
、
お
米
、
お
桂
の
ド
ラ
マ
」
の
中
に
「
空
間
を
所
有
す
る
こ
と

が
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
理
」
を
見
出
し
、
二
人
の
反
目
を
お
桂
に
と
っ
て
「
生
の
帰
属
す
る
空
間
と
し
て
の
家
と
、
あ
く
ま
で

保
ち
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
お
米
の
精
神
的
紐
帯
と
し
て
の
家
と
の
対
立
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

徳
田
秋
声
「
近
時
の
新
聞
小
説
」
（
『
趣
味
』
明
治
四
十
一
年
九
月
）
、
他
。

『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
十
七
年
七
月
。

「
ま
た
一
年
経
っ
た
。
」
／
「
二
年
経
っ
た
。
」

第
三
章
、
第
三
十
九
章
の
そ
れ
ぞ
れ
冒
頭
。
他
に
も
第
二
章
な
ど
に
こ
う
し
た
例
は
多
く
見
ら
れ
る
。

「
近
時
の
新
聞
小
説
」
（
注
口
参
照
）
以
下
同
時
代
評
で
も
、
作
中
の
女
性
像
に
比
し
て
（
銑
之
助
を
除
く
）
男
性
の
造
型
の
印
象
の
薄
き

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
「
生
』
に
於
け
る
試
み
」
で
は
、
「
記
者
」
（
相
馬
御
風
と
思
わ
れ
る
）
の
話
と
し
て
、
自
分
の
親
戚
の
外
交
官
で
あ
る
男
が
次
の
よ
う
な
こ

と
を
言
っ
て
い
た
と
紹
介
さ
れ
る
。

自
分
は
あ
ま
り
小
説
な
ど
に
対
し
て
進
ん
だ
趣
味
は
も
た
な
い
し
、
又
あ
ま
り
卑
俗
な
小
説
な
ん
か
は
家
庭
に
入
れ
た
く
思
は
ぬ
が
、

近
頃
「
読
売
」
に
出
て
居
る
『
生
』
と
云
ふ
小
説
ー
ー
ー
あ
れ
は
非
常
に
教
訓
的
で
好
い
。
そ
れ
に
な
か
／
＼
細
か
く
、
真
実
に
書
い
て

あ
る
、
今
迄
に
は
あ
ん
な
真
実
な
実
際
的
な
小
説
は
見
た
事
は
な
い
。
家
庭
の
六
ヶ
し
い
所
な
ん
か
で
は
大
に
読
ん
で
学
ぶ
べ
き
だ
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「
生
」
が
こ
う
し
た
言
説
を
招
き
寄
せ
て
し
ま
う
の
は
こ
の
意
味
で
当
然
で
あ
り
、
逆
に
こ
う
し
た
言
説
が
テ
ク
ス
ト
内
部
の
論
理
を
補
強
し
て

ゆ
く
結
果
と
な
る
。

* 

引
用
文
の
振
仮
名
等
は
省
略
し
、
字
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。
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