
は
じ
め
に

　

夏
目
漱
石
著
作
の
『
こ
こ
ろ
』
は
、
東
西
朝
日
新
聞
に
大

正
三
年
四
月
二
〇
日
か
ら
東
京
・
八
月
一
一
日
、
大
阪
・
八

月
一
七
日
の
約
五
月
間
連
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
後
、

岩
波
書
店
に
よ
り
大
正
三
年
九
月
二
〇
日
に
当
初
サ
ブ
タ
イ

ト
ル
で
あ
っ
た
「
心
」
を
全
体
の
題
に
変
更
し
、
刊
行
さ
れ
た
。

　

作
品
は
、
上
「
先
生
と
私
」
中
「
両
親
と
私
」
下
「
先
生

と
遺
書
」
の
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
先

生
と
遺
書
」
に
注
目
し
た
。

　

漱
石
文
学
に
は
、
作
者
の
境
遇
や
当
時
の
時
代
背
景
と
も

関
わ
り
合
い
を
持
ち
つ
つ
、
〈
家
〉
〈
家
庭
〉
を
主
題
に
し
て

い
る
作
品
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
次

男
を
主
人
公
と
す
る
小
説
が
多
い
こ
と
や
、
ま
た
次
男
は
長

男
と
の
間
に
な
に
が
し
か
の
葛
藤
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
漱

石
作
品
で
繰
り
返
さ
れ
る
設
定
に
そ
の
具
体
的
な
表
れ
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
研
究
で
取
り
上
げ
る
『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
作
品
も
ま
た
、

〈
家
〉を
主
題
と
し
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、『
こ

こ
ろ
』
に
お
け
る
先
行
研
究
を
顧
み
る
と
、
古
く
は
エ
ゴ
イ

ズ
ム
と
い
う
心
理
的
主
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
も
の
が
多

く
、
ま
た
特
に
近
年
の
研
究
は
、
教
育
教
材
と
し
て
の
『
こ

こ
ろ
』
の
立
場
に
つ
い
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
が
散
見

さ
れ
る
も
の
の
、〈
家
〉
と
い
う
主
題
か
ら
考
察
を
お
こ
な
っ

て
い
る
研
究
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
「
先
生

と
遺
書
」
に
お
け
る
〈
疑
似
家
族
〉
と
で
も
言
う
べ
き
関
係

性
に
着
目
し
、
当
時
の
日
本
の
〈
家
〉
に
お
け
る
家
長
の
役
割
、
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ま
た
長
子
と
そ
の
他
の
男
子
の
関
係
性
を
ふ
ま
え
な
が
ら
分

析
考
察
を
お
こ
な
う
。
ま
た
作
中
、
〈
疑
似
家
族
〉
化
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
「
食
卓
」

（
チ
ャ
ブ
台
）
に
も
注
目
し
、
近
代
日
本
の
家
庭
に
お
け
る

チ
ャ
ブ
台
の
意
義
を
参
照
し
つ
つ
作
品
の
読
解
を
試
み
る
。

　

ま
た
、
〈
チ
ャ
ブ
台
〉
が
置
か
れ
て
い
る
〈
茶
の
間
〉
と

い
う
空
間
、
そ
し
て
、
そ
こ
と
は
対
照
的
な
空
間
で
あ
る
〈
床

の
間
〉
に
焦
点
を
当
て
、
作
中
に
み
ら
れ
る
間
取
り
か
ら
「
先

生
」
と
「
Ｋ
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

　

な
お
、
〈
食
卓
〉
の
観
点
に
い
ち
早
く
論
及
し
た
も
の
と

し
て
、
石
崎
等
氏
の
御
論
（
１
）

が
存
在
す
る
が
、
石
崎
論
文

に
お
け
る
着
想
を
承
け
つ
つ
も
、
更
な
る
考
察
の
深
化
、
精

密
化
を
図
り
な
が
ら
、
本
作
に
お
け
る
「
Ｋ
」
の
死
に
至
る

プ
ロ
セ
ス
を
、
〈
疑
似
家
族
〉
の
フ
レ
ー
ム
そ
れ
自
体
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
必
然
的
な
悲
劇
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
。

『
こ
こ
ろ
』「
先
生
と
遺
書
」
に
お
け
る
〈
疑
似
家
族
〉

　

「
先
生
と
遺
書
」
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
先
生
」
に
よ
っ
て
、

彼
の
学
生
時
代
の
暗
い
過
去
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
パ
ー

ト
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
Ｋ
」
の
悲
劇
的
な

期
に
つ
い

て
も
、
読
者
は
「
先
生
」
の
告
白
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

「
先
生
」
と
「
Ｋ
」
の
関
係
性
や
、
下
宿
先
の
〈
家
〉
の
住

民
で
あ
る
、
「
御
嬢
さ
ん
」
と
「
奥
さ
ん
」
と
彼
ら
二
人
の

関
係
性
も
ま
た
、
「
先
生
」
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。

　

「
先
生
」
と
「
Ｋ
」
が
住
む
こ
と
に
な
る
下
宿
先
の
〈
家
〉

は
、
「
そ
れ
は
あ
る
軍
人
の
家
族
、
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
遺

族
、
の
住
ん
で
ゐ
る
家
で
し
た
。
主
人
は
何
で
も
日
清
戦
争

の
時
か
何
か
に
死
ん
だ
の
だ
と
上
さ
ん
が
云
ひ
ま
し
た
」（
２
）

と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
の
〈
家
〉
制
度
す
な
わ
ち
家

父
長
制
か
ら
す
る
と
、
本
来
存
在
す
る
は
ず
の
家
長
と
い
う

べ
き
者
が
存
在
し
な
い
欠
損
家
庭
で
あ
る
。
家
長
は
当
時
の

日
本
の
〈
家
〉
に
お
い
て
「
家
名
の
大
切
を
思
い
、
又
、
家

人
扶
育
の
責
務
を
思
い
、
事
ご
と
に
謹
み
、
且
つ
、
励
む
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
」
（
３
）

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
〈
家
〉
の

営
み
の
中
心
に
位
置
し
、
〈
家
〉
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
存
在
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
「
先
生
」
が
下
宿
し
た
〈
家
〉
は
、
そ
の
家
長

と
な
る
べ
き
男
子
を
欠
い
て
い
た
。
戦
争
未
亡
人
と
そ
の
娘

か
ら
な
る
下
宿
先
の
〈
家
〉
は
、
や
が
て
家
長
と
な
る
べ
き

男
子
の
到
来
に
対
し
て
潜
在
的
に
待
機
状
態
に
あ
る
過
渡
的

様
相
に
置
か
れ
た
〈
家
〉
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
も
と
も
と
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
た
下
宿
先
に
、

「
先
生
」
、
そ
し
て
「
先
生
」
に
い
ざ
な
わ
れ
る
形
で
「
Ｋ
」
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と
い
う
二
人
の
男
子
が
下
宿
人
と
し
て
参
入
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
〈
家
〉
は
不
可
逆
的
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
こ
そ
は
、
戦
争
未
亡
人
で
あ
る
「
奥
さ
ん
」
、

そ
の
娘
で
あ
る
「
御
嬢
さ
ん
」
、
そ
し
て
他
者
で
あ
る
二
人

の
下
宿
人
「
先
生
」
と
「
Ｋ
」
の
四
者
に
よ
る
〈
疑
似
家
族
〉

の
形
成
で
あ
る
。

『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
〈
疑
似
家
族
〉
の
形
成
と
「
食

卓
」
の
意
義

　

「
先
生
と
遺
書
」
で
書
か
れ
る
先
生
と
Ｋ
の
関
係
性
は
、

当
初
、
友
人
同
士
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
下
宿
先
の

住
人
と
な
っ
た
彼
ら
の
関
係
性
は
、
や
が
て
友
人
と
い
う
関

係
の
み
な
ら
ず
、
〈
疑
似
家
族
〉
と
し
て
の
関
係
性
を
帯
び

て
く
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
作
中
に
登
場
す
る
「
食
卓
」

と
い
う
ア
イ
テ
ム
が
深
く
関
与
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
石
崎
氏
は
「
六
畳
の
茶
の
間
で
ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
ん
で

〈
奥
さ
ん
〉〈
お
嬢
さ
ん
〉と
一
緒
に
食
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
『
客
扱
ひ
』
を
越
え
た
疑
似

家
族
関
係
が
生
じ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
４
）

　

こ
の
石
崎
氏
の
論
点
を
検
証
す
る
に
先
立
っ
て
、
漱
石
文

学
に
登
場
す
る
「
食
卓
」
（
チ
ャ
ブ
台
）
と
は
ど
う
い
う
も

の
か
、
顧
み
て
置
こ
う
。
漱
石
作
品
で
は
、
チ
ャ
ブ
台
は
『
門
』

と
『
行
人
』
そ
し
て
『
こ
こ
ろ
』
に
登
場
す
る
。

　

『
門
』
で
は
、
主
に
「
宗
助
」
と
そ
の
妻
で
あ
る
「
御
米
」

が
食
事
を
す
る
場
面
で
登
場
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
例
と
し

て
取
り
上
げ
る
場
面
は
、
作
中
で
初
め
て
チ
ャ
ブ
台
が
登
場

し
た
場
面
で
あ
り
、
「
宗
助
」
の
弟
で
あ
る
「
小
六
」
も
登

場
す
る
。
当
時
の
食
事
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
堺
氏
の
文
中

で
は
「
食
事
の
時
は
即
ち
家
族
会
が
開
け
た
の
で
あ
る
」
（
５
）

と
あ
る
が
、
こ
の
『
門
』
に
お
け
る
食
卓
を
囲
む
食
事
の
場

面
は
、
主
に
小
六
の
養
育
費
を
議
題
と
し
て
、
家
長
で
あ

る
「
宗
助
」
と
彼
の
弟
で
あ
る
「
小
六
」
、
そ
し
て
「
御
米
」

と
の
三
者
で
ま
さ
し
く
家
族
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
場
面
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
家
族
会
議
は
、
厳
粛
で
緊
張
し
た
空

気
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
彼
ら
三
人
の
会
話
の
様
子
か
ら

は
、
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
家
長
で
あ
る
宗
助
が
「
ゴ
ム
風
船
の
達
磨
」
を
面
白
が
っ

て
膨
ら
ま
せ
て
、
二
人
に
見
せ
た
り
、
三
人
で
無
邪
気
に

長
閑
な
話
を
し
た
り
す
る
様
子
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
様
子
は
、
さ
な
が
ら
「
家
族
団
ら
ん
」
と
い
う
べ

き
光
景
で
あ
る
。
『
門
』
の
中
の
食
事
の
場
は
「
家
族
団
ら
ん
」

の
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
チ
ャ
ブ
台
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
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ま
た
、
『
行
人
』
に
お
け
る
主
人
公
の
一
家
は
チ
ャ
ブ
台

を
使
い
、
一
同
揃
っ
て
食
事
を
す
る
習
慣
が
あ
る
。

一
家
團
欒
の
時
季
と
も
見
る
べ
き
例
の
晩
餐
の
食
卓

が
、
一
時
期
重
苦
し
い
灰
色
の
空
気
で
鎖
さ
れ
た
折
で

さ
へ
、
お
貞
さ
ん
丈
は
其
中
に
座
っ
て
、
平
生
と
何
の

變
わ
り
も
な
く
、
給
仕
の
盆
を
膝
の
上
に
載
せ
た
ま
ま

平
気
で
控
へ
て
ゐ
た
。
（
６
）

　

こ
れ
は
、
『
行
人
』
の
〈
家
〉
の
な
か
で
「
下
女
」
を
し

て
い
た
が
、
結
婚
を
機
に
〈
家
〉
か
ら
出
て
行
っ
た
「
お
貞
」

の
こ
と
を
、
主
人
公
で
あ
り
、
そ
の
〈
家
〉
の
次
男
で
あ
る

二
郎
の
視
点
か
ら
回
顧
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
一
家
団
欒
の

時
季
と
も
見
る
べ
き
例
の
晩
餐
の
食
卓
」
と
あ
る
よ
う
に
、

『
行
人
』
の
な
か
で
も
「
食
卓
」
（
チ
ャ
ブ
台
）
が
「
一
家

団
ら
ん
」
の
場
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
二
作
品
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の

〈
家
〉
の
家
族
が
揃
い
、
家
族
会
議
が
開
か
れ
、
あ
る
い
は
「
家

族
団
ら
ん
」
の
時
を
過
ご
す
場
に
お
け
る
、
一
種
の
象
徴
と

し
て
チ
ャ
ブ
台
が
そ
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
『
こ
こ
ろ
』
に
お
い
て
も
例
外

で
は
な
い
。
作
中
か
ら
、
下
宿
先
の
住
民
で
あ
る
「
先
生
」

「
Ｋ
」
、
「
御
嬢
さ
ん
」
、
「
奥
さ
ん
」
の
四
人
が
揃
っ
て
会
話

す
る
場
面
は
、
必
ず
チ
ャ
ブ
台
を
囲
む
食
事
時
な
の
で
あ
る
。

　

Ｋ
が
下
宿
先
へ
来
た
ば
か
り
の
頃
、
「
先
生
」
が
、
新
た

な
参
入
者
で
あ
る
「
Ｋ
」
に
配
慮
し
て
、
彼
を
「
奥
さ
ん
」「
御

嬢
さ
ん
」
と
親
し
ま
せ
る
た
め
に
四
人
で
話
を
す
る
、
と
い

う
よ
う
な
場
面
が
み
ら
れ
る
が
、「
Ｋ
」
が
「
内
の
も
の
」（
御

嬢
さ
ん
と
奥
さ
ん
）
と
話
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
四
人

集
ま
っ
て
話
を
す
る
機
会
は
専
ら
食
事
時
と
な
る
。

　

し
か
し
、
四
人
に
よ
る
談
笑
は
、
下
宿
先
の
〈
家
〉
で
可

能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
四
人
に
よ
る
談
笑
し
な
が
ら
の

食
事
光
景
を
も
た
ら
し
た
の
は
、「
食
卓
」（
チ
ャ
ブ
台
）
と

い
う
、
そ
の
〈
家
〉
に
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
道

具
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ア
イ
テ
ム
を
導
入
し
た
本

人
こ
そ
、「
先
生
」
で
あ
る
。
こ
の
「
先
生
と
遺
書
」
に
お

い
て
揃
っ
て
会
話
す
る
場
面
を
作
り
出
す
「
食
卓
」
は
、
先

生
が
「
わ
ざ
わ
ざ
御
茶
の
水
の
家
具
屋
に
行
っ
て
、
私
の

工
夫
通
り
に
そ
れ
を
造
り
上
げ
さ
せ
た
」
（
７
）

も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
先
生
と
遺
書
」
の
時
代
背
景
は
、
明
治
三
〇
年
初
頭

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
８
）

が
、「
今
で
は
何
処
の
宅
で
も

使
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ
そ
ん
な
卓
の
周
囲
に

並
ん
で
飯
を
食
う
家
族
は
殆
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
す
」
（
９
）

と
あ
り
、
当
時
は
ほ
と
ん
ど
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
「
食
卓
」
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（
チ
ャ
ブ
台
）
を
、
「
先
生
」
は
も
と
も
と
家
族
で
は
な
い

「
先
生
」
、
「
Ｋ
」
、
「
御
嬢
さ
ん
」
、
「
奥
さ
ん
」
の
四
人
の
語

ら
い
の
場
を
あ
え
て
創
出
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
考
え
で
こ

の
〈
家
〉
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。 

　

「
食
卓
」
（
チ
ャ
ブ
台
）
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
つ
か
。
「
食
卓
」（
チ
ャ
ブ
台
）
が
日
本
の
〈
家
〉

に
導
入
さ
れ
る
以
前
、
食
事
は
銘
々
膳
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
「
男
女
別
、
長
幼
の
別
の
原
理
を
も
つ
座
順
に
し
た
が
っ

て
膳
を
な
ら
べ
る
食
事
は
、
家
長
を
頂
点
と
す
る
『
イ
エ
の

制
度
』
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
10
）

。
と
こ
ろ
が
、

チ
ャ
ブ
台
は
、
食
事
と
い
う
毎
日
繰
り
返
さ
れ
る
〈
家
〉
に

お
け
る
必
須
の
営
み
の
場
に
、
家
族
関
係
に
劇
的
な
変
化
を

も
た
ら
し
た
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ブ
台
は
、
食
事
を

す
る
者
が
年
齢
や
地
位
に
関
わ
り
な
く
等
し
く
、
そ
れ
を
取

り
囲
む
よ
う
に
し
て
座
る
と
い
う
関
係
性
を
生
み
出
す
道
具

で
あ
っ
た
。
ま
た
チ
ャ
ブ
台
は
、
食
事
に
就
く
人
々
の
間
の

距
離
感
を
縮
小
し
、
互
い
に
親
し
ま
せ
、
先
に
引
用
し
た
堺

氏
の
文
中
に
あ
る
よ
う
に
「
平
民
主
義
の
美
し
い
家
庭
」
を

も
た
ら
し
得
る
画
期
的
な
装
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

　

こ
の
よ
う
に
「
食
卓
」
を
囲
む
食
事
時
の
語
ら
い
が
、
四

者
の
距
離
を
縮
め
、〈
疑
似
家
族
〉
化
を
う
な
が
し
て
い
っ
た
。

こ
の
、
「
先
生
」
・
「
Ｋ
」
・
「
御
嬢
さ
ん
」
・
「
奥
さ
ん
」
の
四

者
か
ら
な
る
新
た
な
〈
疑
似
家
族
〉
と
し
て
、
こ
の
下
宿
先

の
〈
家
〉
が
再
組
織
化
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ

を
中
心
と
な
っ
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
「
先
生
」
は
、
実
質

的
に
こ
の
〈
家
〉
＝
〈
疑
似
家
族
〉
を
司
る
家
長
的
存
在
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。「
先
生
」は
単
に
本
来
は
他
人
で
あ
る
「
奥

さ
ん
」
「
御
嬢
さ
ん
」
と
〈
疑
似
家
族
〉
関
係
を
結
ん
だ
の

で
は
な
く
、「
先
生
」
は
、
み
ず
か
ら
が
意
図
的
に
お
こ
な
っ

た
「
食
卓
」
の
導
入
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
〈
疑
似

家
族
〉
に
お
け
る
潜
在
的
な
家
長
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。 

　

石
崎
氏
は
「
先
生
が
〈
奥
さ
ん
〉
の
家
に
な
じ
み
、
ま
が

り
な
り
に
も
家
族
の
核
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
き
、
Ｋ
は

不
可
避
的
に
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
と
な
る
」
（
11
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
「
先
生
」
が
〈
疑
似
家
族
〉

に
お
け
る
潜
在
的
な
家
長
に
な
っ
た
こ
と
こ
そ
、
実
は
「
先

生
」
と
同
じ
く
〈
疑
似
家
族
〉
の
一
員
で
あ
る
は
ず
の
「
Ｋ
」

の
悲
劇
を
招
来
す
る
契
機
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
の
検
証
は
次
項
に
譲
る
。
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『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
下
宿
先
の
間

）
12
（

取
り
図
か
ら
読

み
取
れ
る
こ
と　

❘
〈
茶
の
間
〉
と
〈
床
の
間
〉
の
あ
る
室
の
対
比

　

作
中
で
の
〈
茶
の
間
〉
の
役
割
に
関
す
る
考
察
の
前
に
、

当
時
の
〈
茶
の
間
〉
と
い
う
空
間
が
ど
う
い
う
空
間
で
あ
っ

た
か
調
査
を
行
っ
た
。
明
治
二
二
年
刊
行
『
日
本
辞
書
言
海
』

で
の
「
茶
の
間
」
の
項
で
は
、
「
人
家
二
、
家
族
ノ
食
事
ナ

ド
ス
ル
室
」
と
あ
り
、
同
様
に
、
明
治
二
六
年
刊
行
『
日
本

大
辞
書
』
で
の
「
茶
の
間
」
の
項
で
も
、
「
（
一
）
家
族
ガ
食

事
ナ
ド
ス
ル
室
。
＝
食
堂
。
（
一
）
其
茶
ノ
間
二
イ
ル
下
女
。
」

と
あ
っ
た
。
（
13
）

　

ま
た
、
明
治
四
二
年
刊
行
『
家
屋
と
庭
園
』
「
第
七
節　

茶
の
間
」
に
は
、
「
家
庭
と
云
ふ
上
か
ら
云
っ
て
必
要
な
る

は
茶
の
間
で
あ
る
、
（･
･
･

中
略･

･
･

）
茶
の
間
は
往
々
食
堂

と
兼
用
さ
る
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
余
り
狭
い
の
は
、
特
に
小

児
な
ど
の
あ
る
家
で
は
ど
う
も
不
自
由
で
あ
る
、
茶
の
間
は

或
る
意
味
で
は
主
婦
の
居
間
と
い
う
傾
き
も
あ
る
か
ら

も

台
所
に
接
近
し
て
、
加し

之か

も
家
中
の
見
張
り
と
注
意
の
届
く

べ
き
所
が
好
い
」
（
14
）

と
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
明
治
期
の
〈
茶
の
間
〉
は
、
【
家
族
が
揃
っ
て
食

事
を
す
る
場
所
、
食
堂
】で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

『
日
本
大
辞
書
』
に
「
其
茶
ノ
間
二
イ
ル
下
女
」
と
あ
る
こ

と
や
、
『
家
屋
と
庭
園
』
に
「
茶
の
間
は
或
る
意
味
で
は
主

婦
の
居
間
と
い
う
傾
き
も
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
女
性
の
仕
事
場
と
し
て
の
意
味
合
い
も
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

漱
石
作
品
で
の
〈
茶
の
間
〉
も
家
族
一
同
が
揃
う
場
所
、

ま
た
、
そ
の
家
の
女
た
ち
が
集
う
場
所
と
し
て
書
か
れ
て
い

る
。
『
行
人
』
で
は
、
主
人
公
の
「
長
野
二
郎
」
と
彼
の
妹

で
あ
る
「
お
重
」
、
長
野
家
の
下
女
で
あ
る
「
お
貞
」
の
三

人
が
、
茶
の
間
で
大
き
な
声
を
立
て
て
笑
う
場
面
が
描
か
れ

て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
場
に
は
愉
快
そ
う
に
笑
う
「
二
郎
の

母
」
と
嫂
「
直
」
も
登
場
す
る
。
ま
た
、
「
家
族
団
欒
の
時

季
で
あ
る
食
事
時
」
に
一
つ
の
食
卓
を
囲
ん
で
食
事
を
行
う

が
、
そ
の
際
使
わ
れ
る
場
所
が
〈
茶
の
間
〉
で
あ
る
。

　

『
こ
こ
ろ
』「
先
生
と
遺
書
」
に
書
か
れ
る
食
事
の
様
子
は
、

各
々
別
の
部
屋
で
食
事
を
と
っ
て
い
た
風
景
か
ら
、
一
室
で

皆
が
揃
っ
て
食
事
を
す
る
風
景
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
下
宿
先
の
新
し
い
住
人
と
し
て
加
わ
っ
た
「
Ｋ
」
が
、
早

く
馴
染
め
る
よ
う
に
と
、
「
先
生
」
が
食
卓
を
持
ち
込
ん
だ

た
め
で
あ
る
。
そ
の
「
食
卓
」
は
家
族
が
揃
い
、
家
族
の
語

ら
い
が
生
じ
る
空
間
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
空

間
こ
そ
〈
茶
の
間
〉
で
あ
る
。
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こ
こ
か
ら
作
中
に
お
け
る
〈
茶
の
間
〉
の
役
割
は
、
血
縁

関
係
が
な
い
彼
ら
が
一
同
に
集
い
、
食
事
を
お
こ
な
う
室
と

し
て
の
役
割
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
食
卓
」
が
四
者
の
距
離

を
縮
め
、
〈
疑
似
家
族
化
〉
を
促
し
て
い
っ
た
事
と
同
様
に
、

〈
茶
の
間
〉
も
そ
の
関
係
性
を
促
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

そ
の
〈
茶
の
間
〉
と
は
対
照
的
に
位
置
す
る
室
が
〈
床
の

間
〉
の
あ
る
室
で
あ
る
。
〈
床
の
間
〉
と
は
神
仏
を
ま
つ
る

一
番
高
い
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
家
族
だ
け
が
集
う

〈
茶
の
間
〉
と
は
対
照
的
な
場
を
指
す
。
〈
床
の
間
〉
の
「
床
」

は
書
院
造
が
始
ま
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
書
院
は
禅

宗
の
悟
り
を
ひ
ら
く
空
間
で
あ
る
。
〈
床
の
間
〉
で
は
、
こ

の
書
院
の
真
ん
中
に
仏
を
ま
つ
り
、
そ
こ
を
一
段
高
く
し
て
、

香
・
華
・
燭
を
あ
げ
、
そ
の
後
ろ
に
仏
画
を
掛
け
る
。
家
の

主
は
こ
の
〈
床
の
間
〉
の
あ
る
室
で
勉
強
を
行
っ
て
い
た
。

ま
た
こ
の
室
は
、
家
主
よ
り
も
身
分
の
高
い
客
を
迎
い
入
れ

る
た
め
の
室
で
も
あ
り
、
床
の
間
の
あ
る
方
を
上
座
、
そ
の

反
対
を
下
座
と
し
、
座
順
に
よ
っ
て
身
分
の
違
い
を
示
し
て

い
た
。

　

時
代
が
進
む
に
つ
れ
掛
け
軸
や
季
節
の
花
を
飾
り
、
風
景

と
し
て
楽
し
む
よ
う
に
も
な
る
が
、
接
客
空
間
と
し
て
の
機

能
や
、
主
人
の
勉
強
部
屋
と
し
て
の
認
識
は
薄
れ
る
こ
と
な

く
、
明
治
期
に
入
り
、
家
長
権
が
制
度
と
し
て
取
り
入
れ
始

め
る
と
、
〈
床
の
間
〉
の
あ
る
室
は
主
人
＝
家
長
（
父
）
の

部
屋
と
し
て
一
般
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

漱
石
文
学
で
は
、
〈
床
の
間
〉
の
あ
る
室
は
家
長
権
の
シ

ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
「
父
の
居
間
」
と
し

て
登
場
す
る
。
こ
こ
で
も
『
行
人
』
を
取
り
上
げ
る
と
、「
父

は
常
に
我
々
（
母
子
）
と
は
懸
け
隔
っ
た
奥
の
二
間
を
占
領

し
て
ゐ
た
」
（
15
）

と
あ
り
、
こ
の
「
奥
の
二
間
」
と
は
〈
床

の
間
〉
が
あ
る
室
の
事
を
指
す
。
そ
れ
は
、こ
の
部
屋
で
「
父
」

が
客
人
を
招
い
て
談
笑
し
て
い
る
場
面
や
、
手
紙
を
書
い
て

い
る
場
面
に
「
床
の
前
に･

･
･

」
「
床
に
活
け
た･

･
･

」
と
い

う
描
写
が
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
『
虞
美
人
草
』
の
中
に
も
「
宗
近
」
と
「
（
宗
近
の
）

父
」
が
対
面
し
て
会
話
す
る
場
面
で
、
「
茶
が
か
っ
た
平
床

に
は
…
」
と
い
う
描
写
が
あ
り
、
そ
の
室
が
〈
床
の
間
〉
が

あ
る
室
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
、
「
唐
机
を
控
え

て
、
宗
近
の
父
さ
ん
が
鬼
更
紗
の
座
布
団
の
上
に
坐
っ
て
い

る
」
な
か
、「
宗
近
」
が
「
入
口
の
唐
紙
を
さ
ら
り
と
開
け
て
」

入
っ
て
く
る
描
写
（
16
）

か
ら
「
宗
近
」
は
入
り
口
側
に
居
り
、

彼
と
対
面
し
て
い
る
「
父
」
は
床
の
間
側
に
座
っ
て
い
る
と

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
父
」
は
上
座
に
、「
宗
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近
」
は
下
座
に
い
る
と
い
え
る
。

　

一
方
〈
茶
の
間
〉
に
は
こ
の
上
座
・
下
座
が
存
在
し
な
い
。

そ
の
た
め
、
座
順
に
よ
っ
て
〈
家
〉
の
中
で
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

が
示
さ
れ
な
い
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
下
宿
先
の
女

主
人
と
そ
の
娘
と
、
二
人
の
下
宿
人
と
い
う
枠
を
超
え
た
関

係
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
つ

ま
り
こ
の
点
か
ら
も
、〈
疑
似
家
族
化
〉
を
促
し
て
い
っ
た
〈
茶

の
間
〉
の
役
割
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

〈
床
の
間
〉
の
話
に
戻
す
と
、『
こ
こ
ろ
』
「
先
生
と
遺
書
」

で
は
、
「
先
生
」
に
自
分
の
部
屋
と
し
て
「
床
の
間
」
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
こ
と
を
示
す
本
文
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。

　

室
の
廣
さ
は
八
畳
で
し
た
。
床
の
横
に
違
い
棚
が

あ
っ
て
、
縁
と
反
對
の
側
に
は
一
間
の
押
入
が
付
い
て

ゐ
ま
し
た
。
窓
は
一
つ
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
其
の

代
り
南
向
の
縁
に
明
る
い
日
が
能
く
差
し
ま
し
た
。

　

私
は
移
っ
た
日
に
、
其
の
室
の
床
に
活
け
ら
れ
た
花

と
、
其
横
に
立
て
懸
け
ら
れ
た
琴
も
見
ま
し
た
。
（
17
）

　

そ
の
部
屋
が
「
先
生
」
に
与
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
「
奥

さ
ん
」
が
、
亡
く
な
っ
た
夫
の
部
屋
で
あ
っ
た
場
所
を
下
宿

所
と
し
て
「
先
生
」
に
与
え
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
「
先
生
」
が
そ
の
下
宿
先
の
〈
家
〉
に
き
た
と
き
、

家
長
が
い
た
部
屋
を
下
宿
人
の
「
先
生
」
が
引
き
継
い
だ
形

と
な
る
。
家
長
の
象
徴
的
空
間
と
し
て
の
〈
床
の
間
〉
が
あ

る
室
が
、
「
先
生
」
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
潜
在
的

な
家
長
と
し
て
の
「
先
生
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

反
対
に
Ｋ
は
、
「

初
は
同
じ
八
畳
に
二
つ
机
を
並
べ
て
、

次
の
間
を
共
有
し
て
お
く
考
え
だ
っ
た
」
が
「
狭
苦
し
く
っ

て
も
一
人
で
い
る
方
が
好
い
と
云
っ
て
、
自
分
で
其
方
の
方

（
控
え
の
間
と
い
う
よ
う
な
四
畳
の
間
）
を
択
ん
だ
」
。
Ｋ

が
自
分
か
ら
選
ん
だ
部
屋
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
は
結
果
と
し

て
「
床
の
間
」
の
「
次
の
間
」
で
あ
る
部
屋
に
移
り
住
ん
だ

こ
と
に
な
る
。
「
控
え
の
間
」
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
空
間
は
、

「
床
の
間
」
と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
場
所
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
、
「
床
の
間
」
に
従
属
し
た
空
間
で
あ
り
、
完
全
に
独

立
し
た
空
間
で
は
な
い
。

　

こ
の
「
先
生
」
と
「
Ｋ
」
の
部
屋
の
違
い
か
ら
も
、
家
長

と
し
て
の
「
先
生
」
の
立
場
と
そ
れ
に
従
属
す
る
「
Ｋ
」
と

い
う
構
図
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
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〈
長
男
〉
と
し
て
の
「
先
生
」
、〈
次
男
〉
と
し
て
の
「
Ｋ
」

　

漱
石
文
学
で
は
、
次
男
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
作
品
や
、

長
男
と
次
男
が
対
立
関
係
に
あ
る
作
品
が
多
く
み
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
当
時
の
家
父
長
制
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
明
治
期
の
家
族
制
度
で
は
、
第
一
子
男
児
で
あ
る
〈
長

男
〉
が
、
家
長
で
あ
る
父
の
跡
を
継
い
で
家
の
長
と
な
る
こ

と
が
、
家
父
長
制
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め

当
時
の
日
本
の
家
社
会
に
お
い
て
〈
次
男
〉
以
降
が
跡
を
継

ぐ
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
。
（
18
）

　

漱
石
文
学
で
み
ら
れ
る
〈
長
男
像
〉
〈
次
男
像
〉
は
そ
の

社
会
的
背
景
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
次
期
家
長
と
し
て
扱

わ
れ
る
〈
長
男
〉
と
、
あ
く
ま
で
家
族
員
と
し
て
扱
わ
れ
る

〈
次
男
〉
の
扱
い
の
差
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
〈
長
男
像
〉
、

〈
次
男
像
〉
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
る
。
石
原
千
秋
氏
は

「
長
男
の
記
号
学
」
の
中
で
「
漱
石
文
学
に
あ
っ
て
は
、
長

男
は
む
し
ろ
見
え
な
い
制
度
と
し
て
あ
る
」
と
論
述
し
て
お

り
（
19
）

、
そ
れ
は
漱
石
文
学
で
書
か
れ
る
〈
長
男
〉
の
問
題

の
中
に
家
督
相
続
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

『
坊
ち
ゃ
ん
』
で
は
、〈
長
男
〉
で
あ
る
「
兄
」
と
〈
次
男
〉

で
あ
る
「
坊
ち
ゃ
ん
」
の
扱
い
の
差
は
「
お
や
じ
は
ち
っ
と

も
お
れ
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
母
は
兄
ば
か
り
贔

屓
し
て
い
た
」
（
20
）

と
い
う
文
章
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
次

期
家
長
と
な
る
「
兄
」
に
は
相
続
権
が
あ
る
た
め
、
彼
ら
の

家
を
続
い
て
い
か
せ
る
た
め
に
も
、「
兄
」
の
存
在
は
「
坊
ち
ゃ

ん
」
よ
り
も
優
遇
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
実
際
に
相
続
権
を

引
き
継
い
だ
「
兄
」
は
、
父
と
母
が
亡
く
な
っ
た
後
家
を
売
っ

た
が
、
そ
の
財
産
に
関
し
て
「
坊
ち
ゃ
ん
」
は
詳
し
く
知
ら

な
か
っ
た
。
「
ど
う
せ
兄
の
厄
介
に
な
る
気
は
な
い
」
と
い

う
「
坊
ち
ゃ
ん
」
の
言
葉
か
ら
も
自
立
し
な
け
れ
ば
長
男
の

お
世
話
に
な
る
し
か
な
い
次
男
の
葛
藤
が
読
み
取
れ
る
。

　

『
こ
こ
ろ
』
の
「
先
生
」
も
例
外
で
は
な
い
。
他
に
兄
弟

も
お
ら
ず
、
第
一
子
で
あ
る
「
先
生
」
が
本
来
相
続
す
る
筈

だ
っ
た
財
産
は
、「
先
生
」
が
未
成
年
で
あ
っ
た
た
め
に
「
叔

父
」
に
騙
さ
れ
横
領
さ
れ
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
「
先
生
」

は
人
間
不
信
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
も
石
原
氏
は
、
「
遺
産
を
横
領
さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
か

な
ら
ぬ
父
の
信
用
し
て
い
た
叔
父
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
と
同
じ
位
の
重
さ
で
、
〈
先
生
〉
の
心
の
傷
と
な
っ
て
い

る
ふ
し
が
あ
る
。
家
産
を
守
る
こ
と
は
、
長
男
の
重
要
な
役

割
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」
（
21
）

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
時
の
家
制
度
に
翻
弄
さ
れ
た
者
は
「
Ｋ
」
も
同

様
で
あ
る
。
真
宗
の
家
の
〈
次
男
〉
で
あ
っ
た
「
Ｋ
」
は
兄

よ
り
も
熱
心
な
宗
教
心
を
持
っ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
家
を
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
う
え
に
医
者
の
家
に

養
子
に
出
さ
れ
る
。
そ
れ
に
反
発
す
る
よ
う
に
養
家
か
ら
の

学
費
を
使
い
、
医
療
関
係
で
は
な
い
「
先
生
」
と
同
じ
学
科

へ
進
む
。
そ
の
こ
と
を
自
白
し
て
し
ま
い
、
結
局
は
生
家
か

ら
も
勘
当
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
出
来
事
か
ら
、
生
家

を
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〈
次
男
〉
の
た
だ
な
ら
ぬ
葛

藤
を
読
み
取
れ
る
。
彼
ら
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
家
」
で
の

葛
藤
は
、
当
時
の
家
族
制
度
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
〈
長
男
〉

と
し
て
の
葛
藤
、
〈
次
男
〉
と
し
て
の
葛
藤
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
見
え
な
い
制
度
」
の
中
の
彼
ら
は

生
家
だ
け
で
は
な
く
、
下
宿
先
内
で
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

彼
ら
二
人
に
対
す
る
「
奥
さ
ん
」
の
態
度
で
あ
る
。

初
に

下
宿
し
た
の
は
「
先
生
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
先
生
」
が

「
Ｋ
」
を
誘
う
形
で
、
「
先
生
」
の
次
に
「
Ｋ
」
が
下
宿
し

た
が
、
そ
の
際
「
奥
さ
ん
」
は
「
Ｋ
」
に
対
し
て
反
対
意
見

を
示
し
て
い
た
。
以
下
、
そ
の
部
分
に
あ
た
る
抜
粋
で
あ
る
。

　

　

奥
さ
ん
は
私
の
こ
の
処
置
に
対
し
て
は
じ
め
は
不
賛

成
だ
っ
た
の
で
す
。
下
宿
屋
な
ら
ば
、
一
人
よ
り
二
人

の
方
が
便
利
だ
し
、
二
人
よ
り
三
人
が
得
に
な
る
け
れ

ど
も
、
商
売
で
な
い
の
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
止
し
た
方

が
好
い
と
い
う
の
で
す
。
私
が
決
し
て
世
話
の
焼
け
る

人
で
は
な
い
か
ら
構
う
ま
い
と
い
う
と
、
世
話
は
焼
け

な
い
で
も
、
気
心
の
知
れ
な
い
人
は
厭
だ
と
答
え
る
の

で
す
。
（
22
）

　

し
ま
い
に
「
奥
さ
ん
」
は
「
私
の
為
に
悪
い
か
ら
止
せ
」

と
言
い
だ
す
。
そ
の
様
な
「
奥
さ
ん
」
を
「
先
生
」
が
説
き

伏
せ
て
「
Ｋ
」
を
下
宿
先
に
連
れ
て
く
る
。
「
奥
さ
ん
」
が
「
Ｋ
」

の
下
宿
を
拒
ん
だ
理
由
は
、
本
人
の
言
葉
で
明
確
に
示
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

娘
で
あ
る
「
御
嬢
さ
ん
」
の
結
婚
問
題
だ
ろ
う
。

　

「
Ｋ
」
が
下
宿
先
の
一
員
に
な
る
前
、「
先
生
」
と
「
奥
さ
ん
」

の
や
り
と
り
の
中
で
「
御
嬢
さ
ん
」
の
結
婚
に
関
す
る
や
り

と
り
が
あ
る
。
そ
の
中
で
「
先
生
」
は
、「
奥
さ
ん
」
が
「
御

嬢
さ
ん
を
私
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
力
め
て
い
る
」
と
考
え
始

め
る
。
こ
の
考
え
は
「
先
生
」
の
一
人
語
り
の
中
で
語
ら
れ

る
た
め
、
実
際
に
「
奥
さ
ん
」
が
娘
の
結
婚
相
手
の
候
補
と

し
て
「
先
生
」
を
考
え
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
奥

さ
ん
」
が
娘
の
結
婚
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
奥
さ
ん
」
が
「
二
三
そ
う
い
う
（
結
婚

に
関
す
る
）
話
の
な
い
で
も
な
い
よ
う
な
事
を
、
明
ら
か
に

私
（
先
生
）
に
告
げ
」
た
り
、
「
御
嬢
さ
ん
」
の
結
婚
時
期

に
つ
い
て
「
先
生
」
に
相
談
し
た
り
と
い
う
二
人
の
や
り
と
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り
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

も
と
も
と
下
宿
先
の
家
は
家
長
と
な
る
べ
き
男
子
の
存

在
を
欠
い
て
い
た
欠
損
家
庭
で
あ
る
。
そ
こ
に
親
を
亡
く

し
、
そ
し
て
財
産
も
叔
父
に
横
領
さ
れ
、
相
続
す
る
筈
の
家

を
失
っ
た
「
先
生
」
が
下
宿
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
御
嬢
さ

ん
」
と
「
先
生
」
が
恋
仲
に
な
り
、
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
お
互
い
欠
落
し
た
部
分
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
時

の
家
族
制
度
を
念
頭
に
考
え
る
と
、「
先
生
」
と
「
お
嬢
さ
ん
」

が
結
婚
す
る
こ
と
は
自
然
な
流
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
「
先
生
」

婿
養
子
と
し
て
「
家
」
の
一
員
と
な
る
こ
と
で
、
欠
落
し
た

不
安
定
な
状
態
を
補
い
安
定
し
た
家
庭
に
な
る
は
ず
だ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
「
Ｋ
」
が
参
入
す
る
の
で
あ
る
。

　

家
督
を
相
続
す
る
筈
だ
っ
た
「
先
生
」
は
「
奥
さ
ん
」
か

ら
親
し
ま
れ
、
「
自
分
の
親み

よ

り類
に
当
た
る
若
い
も
の
か
何
か

を
取
扱
う
よ
う
に
」
待
遇
さ
れ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
Ｋ
」

は
「
奥
さ
ん
」
か
ら
下
宿
先
の
家
庭
に
入
る
こ
と
を
反
対
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
次
期
家
長
候
補
と
し
て
の
「
先
生
」
の
、

家
長
と
し
て
の
可
能
性
を
危
う
く
す
る
存
在
を
拒
む
た
め
の

態
度
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
下
宿
先
内
で
の
不
安
定
な
家

庭
に
お
い
て
、
突
如
現
れ
た
「
Ｋ
」
の
存
在
は
邪
魔
者
で
あ
っ

た
。
ま
さ
に
こ
こ
で
見
ら
れ
る
二
人
の
性
質
は
、
漱
石
文
学

で
見
ら
れ
る
〈
家
長
と
し
て
優
遇
さ
れ
る
長
男
〉
と
〈
邪
魔

者
扱
い
さ
れ
る
次
男
〉
で
あ
る
。
血
の
つ
な
が
り
は
な
い
が
、

彼
ら
二
人
に
は
こ
の
よ
う
な
性
質
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
先
に
下
宿
人
と
な
っ
て
い
た
「
先
生
」
に
導
か
れ
る

ま
ま
に
、
「
Ｋ
」
は
遅
れ
て
下
宿
人
と
な
っ
た
。
こ
の
時
に
、

も
と
も
と
対
等
な
友
人
同
士
で
あ
っ
た
は
ず
の
二
人
が
、
下

宿
先
に
お
け
る
先
輩
で
あ
り
、
兄
的
存
在
の
「
先
生
」
、
後

輩
で
あ
り
弟
的
存
在
の
「
Ｋ
」
と
し
て
順
烈
化
さ
れ
て
し
ま

う
。
こ
う
し
て
二
人
は
、
下
宿
先
の
〈
疑
似
家
族
〉
に
お

い
て
も
、
〈
長
男
〉
＝
「
先
生
」
そ
し
て
〈
次
男
〉
＝
「
Ｋ
」

と
し
て
再
定
位
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
「
先
生
」
は
、
先
述
し
た
〈
疑
似
家
族
〉
の
形
成

に
つ
い
て
の
項
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
チ
ャ
ブ
台
」

と
い
う
道
具
を
下
宿
先
に
も
た
ら
し
、
〈
疑
似
家
族
〉
化
を

主
導
し
た
存
在
と
し
て
、
潜
在
的
な
〈
家
長
〉
と
し
て
の
役

割
を
担
っ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
、
「
先
生
」
が
下
宿
先
内
の

〈
疑
似
家
族
〉
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
中
心
人
物

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

そ
の
先
生
に
対
し
「
Ｋ
」
は
、
〈
家
〉
に
お
け
る
余
計
者
、

厄
介
者
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
〈
次
男
〉
は
〈
長
男
〉
と

異
な
り
、
〈
家
長
〉
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
、

や
が
て
は
〈
長
男
〉
を
中
心
と
す
る
〈
家
〉
か
ら
放
逐
さ
れ
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る
存
在
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
「
Ｋ
」
は
、
先
輩
で
あ
り
兄

的
存
在
の
「
先
生
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
〈
疑
似
家
族
〉
の

一
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
〈
次
男
〉
と
し
て
の
「
Ｋ
」

に
と
っ
て
、
そ
こ
は
安
住
の
地
と
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

実
の
兄
弟
で
は
な
い
疑
似
兄
弟
的
関
係
性
に
あ
る
『
こ
こ

ろ
』
の
「
先
生
」
と
「
Ｋ
」
の
あ
い
だ
に
も
、
こ
の
構
図
を

読
み
取
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
関
係
性
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
〈
欺
き
、

騙
す
長
男
〉
と
、
〈
欺
か
れ
、
騙
さ
れ
る
次
男
〉
と
い
う
対

比
的
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
場
面
と
し

て
、
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿
だ
」
と
い
う

言
葉
を
、
「
先
生
」
が
「
Ｋ
」
に
対
し
て
発
し
た
状
況
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
先
生
」
は
、
「
Ｋ
」
が
こ
れ
ま
で

積
み
重
ね
て
き
た
「
精
進
」
と
い
う
言
葉
に
従
っ
た
人
生
を

あ
え
て
ふ
ま
え
て
、
「
そ
の
一
言
で
Ｋ
の
前
に
横
た
わ
る
恋

の
行
く
手
を
塞
ご
う
と
し
た
」
の
だ
。
そ
し
て
「
先
生
」
か

ら
そ
の
言
葉
を
言
わ
れ
た
「
Ｋ
」
は
、
「
先
生
」
の
言
葉
を

額
面
通
り
に
受
け
取
り
、
「
僕
は
馬
鹿
だ
」
と
繰
り
返
す
こ

と
し
か
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
先
生
」
は
自
分
の

恋
の
障
害
と
な
っ
た
「
Ｋ
」
を
「
狼
が
羊
の
咽
喉
笛
に
食
ら

い
付
く
よ
う
に
」
を
「
騙
し
討
ち
」
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、「
Ｋ
」
を
「
騙
し
討
ち
」
に
し
た
〈
長
男
〉
＝
「
先

生
」
と
、
騙
さ
れ
る
が
ま
ま
の
〈
次
男
〉
＝
「
Ｋ
」
と
い
う

対
比
の
構
図
が
み
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
「
恋
の
行
く
手
を
塞
」
が
れ
た
〈
次
男
〉
的
存
在

の
「
Ｋ
」
は
、
こ
の
〈
家
〉
を
放
逐
さ
れ
る
前
に
自
ら
死
を

選
ん
で
し
ま
い
、
〈
長
男
〉
で
あ
る
「
先
生
」
は
予
め
定
め

ら
れ
て
い
た
も
の
の
ご
と
く
「
お
嬢
さ
ん
」
と
結
婚
し
、
潜

在
的
な
〈
家
長
〉
か
ら
現
実
の
〈
家
長
〉
と
な
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

今
回
の
研
究
で
は
、
「
家
」
と
い
う
観
点
か
ら
『
こ
こ
ろ
』

の
作
品
考
察
を
行
い
、「
先
生
と
遺
書
」
で
使
わ
れ
る
「
チ
ャ

ブ
台
」
と
い
う
ア
イ
テ
ム
、
そ
し
て
「
茶
の
間
」
と
い
う
空

間
の
機
能
に
つ
い
て
調
査
し
、
作
中
で
書
か
れ
る
下
宿
先
の

住
人
の
関
係
性
に
「
疑
似
家
族
」
と
い
う
関
係
性
が
み
ら
れ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

ま
た
、
「
茶
の
間
」
と
対
照
的
な
機
能
を
持
つ
「
床
の
間
」

と
い
う
空
間
に
つ
い
て
調
査
し
、
家
長
の
居
間
と
し
て
の
「
床

の
間
」
、
そ
し
て
そ
の
場
所
を
下
宿
部
屋
と
し
て
与
え
ら
れ

た
「
先
生
」
と
、
そ
の
部
屋
に
従
属
す
る
形
と
な
る
「
次
の

間
」
を
与
え
ら
れ
た
「
Ｋ
」
の
対
比
的
構
図
か
ら
、
彼
ら
二
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人
の
従
属
関
係
を
示
し
た
。

　

漱
石
文
学
に
み
ら
れ
る
〈
長
男
像
〉
、〈
次
男
像
〉
の
特
徴
と
、

「
先
生
」
と
「
Ｋ
」
に
み
ら
れ
る
関
係
性
を
当
て
は
め
る
こ

と
で
、
部
屋
の
間
取
り
で
示
さ
れ
る
従
属
関
係
に
疑
似
兄
弟

的
関
係
性
が
あ
る
と
し
た
。
〈
長
男
〉
の
特
徴
が
認
め
ら
れ

る
「
先
生
」
を
潜
在
的
家
長
と
し
て
再
構
築
さ
れ
た
〈
疑
似

家
族
〉
は
、〈
次
男
〉
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
「
Ｋ
」
に
と
っ

て
、
安
住
の
地
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
『
こ
こ
ろ
』「
先
生
と
遺
書
」
を
読
む
と
、

欠
損
家
庭
で
あ
っ
た
下
宿
先
か
ら
、
「
家
長
」
を
補
う
よ
う

に
し
て
再
構
築
さ
れ
た
〈
疑
似
家
族
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中

に
「
Ｋ
」
は
「
邪
魔
者
」
と
し
て
存
在
す
る
。
〈
疑
似
家
族
〉

が
新
た
に
構
築
さ
れ
た
家
庭
に
お
い
て
、
そ
れ
を
率
先
し
て

行
っ
た
「
先
生
」
は
「
家
長
」
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
必

然
的
に
弟
的
存
在
の
「
Ｋ
」
は
「
邪
魔
者
」
と
な
る
の
だ
。

　

漱
石
文
学
に
書
か
れ
る
「
家
」
の
中
の
「
次
男
」
は
「
厄

介
者
、
邪
魔
者
」
と
し
て
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
『
行
人
』

で
の
次
男
で
あ
る
「
二
郎
」
は
結
果
と
し
て
、
自
ら
「
家
」

を
出
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
『
こ
こ
ろ
』
「
先
生
と
遺
書
」
で

書
か
れ
る
「
Ｋ
」
も
例
外
で
は
な
く
、
「
Ｋ
」
は
自
ら
命
を

絶
つ
と
い
う
方
法
で
、
再
構
築
さ
れ
た
「
家
」
か
ら
放
逐
さ

れ
る
。
『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
「
Ｋ
」
の
悲
劇
は
、
「
先
生
」

が
作
り
上
げ
た
〈
疑
似
家
族
〉
の
枠
組
み
そ
の
も
の
に
、
既

に
「
胚
胎
」
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注（
１
） 

一
九
八
九
年　

有
精
堂
出
版
『
漱
石
の
方
法
』
「
チ
ャ
ブ
台

の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
石
崎
等
著　

（
２
） 

一
九
七
九
年
五
月　

岩
波
書
店
『
漱
石
全
集　

十
二
巻
』

夏
目
漱
石
著　

1
3
7

　

引
用

（
３
） 

一
九
一
九
年　

農
業
組
合
中
央
会
『
将
来
之
農
家
』
「
第
六

節　

長
子
相
続
制
と
徳
性
」
道
家
斎
著　

引
用

（
４
） 

一
九
八
九
年　

有
精
堂
出
版
『
漱
石
の
方
法
』
「
チ
ャ
ブ
台

の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
石
崎
等
著　

引
用

（
５
） 

「
食
事
の
時
は
即
ち
家
族
会
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
所
謂
、

一
家
族
団
欒
の
景
色
は

も
多
く
食
事
の
時
に
あ
る
。
此

点
か
ら
考
え
れ
ば
、
食
事
は
必
ず
同
時
に
同
一
食
事
に
お

い
て
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
食
卓
と
い
え
ば
、
丸
く
て
も
四

角
で
も
大
き
な
一
つ
の
台
の
事
で
、
テ
ー
ブ
ル
と
い
っ
て

も
い
い
、
シ
ッ
ポ
ク
台
と
い
っ
て
も
い
い
兎
に
角
従
来
の

膳
と
い
ふ
も
の
を
廃
し
た
い
と
我
輩
は
思
ふ
。
さ
て
、
同

時
に
同
一
食
卓
に
お
い
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
世
に
は
不
心

得
な
る
男
子
が
あ
っ
て
自
分
は
毎
晩
小
宴
を
張
っ
て
、
妻

子
に
は
別
間
で
コ
ソ
コ
ソ
食
事
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
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事
を
す
る
。
是
は
実
に
不
人
情
な
、
不
道
理
な
、
け
し
か

ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
（
省
略
）
早
く
こ
の
小
殿
様
等
を
改
心

せ
ね
ば
平
民
主
義
の
美
し
い
家
庭
は
と
て
も
で
き
ぬ
。

（
一
九
三
三
年　

中
央
公
論
社
『
堺
利
彦
全
集　

第
二
巻
』

傍
線
引
用
者　

底
本　

一
九
〇
四
年
一
二
月　

内
外
出
版
協
会
『
家
庭

の
新
風
味
』「
第
五
章　

内
務
大
臣
と
し
て
の
事
務
（
二
）

　

住
居
の
事
」
）

（
６
） 

一
九
七
九
年
五
月　

岩
波
書
店
『
漱
石
全
集　

第
十
一
巻
』

夏
目
漱
石
著　

2
2
9

　

引
用　

傍
線　

引
用
者

（
７
） 

一
九
七
九
年
五
月　

岩
波
書
店
『
漱
石
全
集　

第
十
二
巻
』

夏
目
漱
石
著　

1
7
2

　

引
用

（
８
） 

「
大
学
生
の
「
先
生
」
が
下
宿
し
た
と
き
、
そ
こ
の
主
人
で

あ
る
軍
人
は
日
清
戦
争
の
と
き
か
何
か
で
死
ん
だ
と
駄
菓

子
屋
の
か
み
さ
ん
は
語
り
、
一
年
ば
か
り
前
に
市
ヶ
谷
の

士
官
学
校
の
傍
の
あ
た
り
か
ら
引
越
し
て
き
た
と
い
う
か

ら
、
だ
い
た
い
明
治
三
〇
年
初
頭
の
こ
ろ
と
言
っ
て
よ
い
。
」

（
一
九
八
一
年
十
月　

學
燈
社　

『
國
文
学　

解
釈
と
教

材
の
研
究　

第
２
６
号
』
「
「
こ
こ
ろ
」
と
明
治
の
終
焉
」

平
岡
敏
夫
著　

傍
線
引
用
者
）

（
９
） 

一
九
七
九
年
五
月　

岩
波
書
店
『
漱
石
全
集　

第
十
二
巻
』

夏
目
漱
石
著　

7
2

　

引
用

（
10
） 

『
こ
こ
ろ
』
で
書
か
れ
る
家
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ

て
、
当
時
の
家
制
度
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
『
日
本
の

家
族
と
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
』
で
は
、
家
督
相
続
制
度
は
長
子

単
独
相
続
で
あ
る
た
め
、
「
長
子
は
「
家
産
」
の
維
持
を
は

か
る
も
の
、
家
成
員
の
統
制
と
扶
養
義
務
を
持
つ
存
在
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
強
化
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
当
時
の
民
法
で
は
、『
太
政
官
日
誌
』
の
中
に
、「
五
十
五

　

養
子
族
家
督
相
続
布
告
第
一
章
追
加　

七
月
廿
日　

二
百
六
十
三
号
」
と
あ
り
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）

七
月
二
〇
日
に
家
督
相
続
に
つ
い
て
の
布
告
に
あ
る
内
容

が
追
加
さ
れ
た
と
い
う
主
旨
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
追
加
さ
れ
た
内
容
は
『
法
令
全
書
』
の
中
に
記
述

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
「
家
督
相
続
は
必
ず
総
領
の
男
子

た
る
べ
し　

若
し
亡
没
或
い
は
廃
疾
等
止
む
を
得
ず
の
事

故
あ
れ
ば
其
の
事
実
を
詳
ら
か
に
し　

次
男
三
男
又
は
女

子
へ
養
子
相
続
願
い
出
つ
べ
し　

次
男
三
男
女
子
し
か
無

い
者
は
血
統
の
者
を
以
っ
て
相
続
願
い
出
つ
べ
し　

若
し

故
な
く
順
序
を
越
え
て
相
続
致
す
者
は
相
富
の
咎
申
し
付

け
る
事
」
と
あ
り
、
出
願
が
な
け
れ
ば
長
男
以
外
の
相
続

を
認
め
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
当
時
の
長
子
相
続
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
は
、
長

子
相
続
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
否
定
し
て
い
る
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も
の
は
少
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
夏
目
漱
石
は
長

子
相
続
制
度
の
一
般
化
が
唱
え
ら
れ
始
め
た
時
勢
に
生
ま

れ
、
長
子
、
そ
れ
以
下
の
子
供
の
立
場
が
は
っ
き
り
と
分

か
れ
て
い
た
家
制
度
を
経
験
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の

た
め
、
漱
石
文
学
に
は
長
子
相
続
に
関
す
る
家
制
度
が
現

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
11
） 

一
九
八
九
年　

有
精
堂
出
版
『
漱
石
の
方
法
』
「
チ
ャ
ブ
台

の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
石
崎
等
著　

引
用

（
12
） 

一
八
八
八
年
六
月　

桜
楓
社　

五
井
敬
之
『
漱
石
研
究
へ

の
道
』　

引
用

（
13
） 

一
八
八
九
年　

大
槻
文
彦
発
行
『
日
本
辞
書
言
海
』
大
槻

文
彦
編

　
　
　

「
人
家
二
、
家
族
ノ
食
事
ナ
ド
ス
ル
室
」

　
　
　

一
八
九
二
年　

日
本
大
辞
書
発
行
所
『
日
本
大
辞
書　

第

9
巻
』
山
田
美
妙
著

「
（
一
）
家
族
ガ
食
事
ナ
ド
ス
ル
室
。
＝
食
堂
。
（
一
）
其

茶
ノ
間
二
イ
ル
下
女
。
」

（
14
） 

一
九
〇
九
年　

博
文
館
『
家
屋
と
庭
園
』
「
第
7
節　

茶
の

間
」
内
山
正
如
著　

引
用

（
15
） 

一
九
七
九
年
五
月　

岩
波
書
店
『
漱
石
全
集　

第
十
一
巻
』

夏
目
漱
石
著　

1
6
1

　

引
用

（
16
） 

一
九
七
九
年
二
月　

岩
波
書
店
『
漱
石
全
集
第
五
巻
』
夏

目
漱
石
著　

2
3
7

～2
3
9

　

引
用

（
17
） 

一
九
七
九
年
五
月　

岩
波
書
店
『
漱
石
全
集　

第
十
二
巻
』

夏
目
漱
石
著　

1
3
9

　

引
用

（
18
） 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
七
月
二
〇
日
に
追
加
さ
れ
た

家
督
相
続
に
関
す
る
法
令
の
内
容
に
出
願
が
な
け
れ
ば
長

男
以
外
の
相
続
を
認
め
な
い
と
い
う
内
容
が
み
ら
れ
た
。

（
19
） 

一
九
九
五
年　

翰
林
書
房
『
漱
石
研
究　

特
集 

漱
石
と
明

治 
;
 

漱
石
と
制
度
』
「
長
男
の
記
号
学
」
著
・
石
原
千
秋 

引
用

（
20
） 

一
九
七
九
年
一
月　

岩
波
書
店
『
漱
石
全
集　

第
三
巻
』
著
・
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夏
目
漱
石　

引
用

（
21
） 

（
18
）
同
様

（
22
） 
岩
波
書
店
『
漱
石
全
集　

第
十
二
巻
』1

6
4

　

引
用

参
考
文
献
一
覧

一
八
七
三
年　

太
政
官
『
太
政
官
日
誌　

第9
9

～1
3
1

号
』

一
八
八
七
年　

内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書
』

一
八
九
三
年
一
〇
月　

大
川
新
吉
発
行　

『
東
京
百
事
流
行
案
内
』

著
・
大
川
新
吉

一
九
五
五
年
五
月　

有
斐
閣
『
日
本
家
族
制
度
史
概
説
』
編
・
中

川
善
之
助

一
八
九
〇
年
二
月　

博
文
館
『
通
俗
法
律
演
説
』
「
第
十
席　

長
子

相
続
と
平
分
相
続
と
利
害
を
論
ず
」
著
・
宮
川
大
寿

一
九
〇
三
年
一
〇
月　

平
民
書
房
『
家
庭
雑
誌
』
「
偶
感　

長
子
相

続
法
」
著
・
枯
川
生　

一
九
一
一
年
四
月　

有
斐
閣
『
民
法
研
究
』
「
家
族
制
度
ト
長
子
相

続
」
著
・
石
坂
音
四
郎

一
九
一
九
年　

農
業
組
合
中
央
会
『
将
来
之
農
家
』
「
第
六
節　

長

子
相
続
制
と
徳
性
」
著
・
道
家
斎

一
九
八
八
年
八
月　

至
文
堂
『
国
文
学 

:
 

解
釈
と
鑑
賞
』 5

3
(
8

）

「
次
男
坊
の
記
号
学
」
著
・
石
原
千
秋

一
九
九
五
年
（
通
号
５
）　

翰
林
書
房
『
特
集　

漱
石
と
明
治
』「
長

男
の
記
号
学
」
著
・
石
原
千
秋

一
九
九
六
年
五
月　

翰
林
書
房
『
漱
石
研
究
』
「
こ
こ
ろ
の
場
所
、

家
の
場
所-

-

『
こ
こ
ろ
』
に
つ
い
て
」
著
・
石
崎
等

一
九
九
七
年　

雄
山
閣
出
版
『
全
集　

日
本
の
文
化
第
９
巻
』
「
描

か
れ
た
家
庭
：
そ
の
食
卓
」
著
・
前
田
愛

二
〇
〇
〇
年
三
月　

河
出
書
房
新
社
『
明
治
・
大
正
家
庭
史
年
表
』

編
・
下
川
耿
史

二
〇
〇
五
年　

中
央
公
論
新
社
『
食
卓
文
明
論
：
チ
ャ
ブ
台
は
ど

こ
へ
消
え
た
』
著
・
石
毛
直
道

―

あ
ら
き
・
す
ず
な　

日
本
文
学
科
四
年―
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