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近
頃
は
、
家
庭
問
題
と
云
う
こ
と
が
、
至
る
所
に
盛
ん
な
よ
う
だ
。
ど
う
い
う
訳
で
、
か
く
家
庭
問
題

が
八
釜
敷
な
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
其
の
原
因
に
就
い
て
考
え
て
見
た
ら
ば
、
又
種
々
な
理
由
が
あ

っ
て
、
随
分
と
面
白
く
な
い
原
因
な
ど
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。  

乍    

併  

し
か
し
な
が
ら
、
此
の
家
庭
問

題
を
、
色
々
と
討
究
し
て
、
八
釜
し
く
い
う
て
居
る
現
象
は
、
決
し
て
悪
い
事
で
な
い
、
寧むし
ろ
悦
ぶ
べ
き

状
態
に
相
違
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
只
其
の
家
庭
問
題
を
、
彼
是
云
う
て
居
る
夫
子
其
の
人
の
家
庭
が
、
果

し
て
能
く
整
う
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
平
生
円
満
な
家
庭
に
あ
る
人
な
ど
は
、
却
っ
て
家
庭
問
題
の
何

物
た
る
か
を
も
知
ら
ぬ
と
云
う
よ
う
な
事
実
が
あ
り
は
せ
ま
い
か
、
是
れ
は
少
し
く
考
う
べ
き
事
で
あ
る

と
思
う
。
予
は
現
に
、
人
の
妻
と
姦
通
し
て
、
遂
に
其
の
妻
を
奪
っ
た
人
が
、
家
庭
の
読
物
を
、
発
刊
し

よ
う
か
な
ど
と
云
っ
て
居
る
の
を
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
猶
予
自
身
の
如
き
は
、
幸
に
家
庭
の
不
快
な

ど
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
家
庭
の
問
題
な
ど
は
、
主
人
の
心
持
一
つ
で
、
無
造
作
に
解
決
せ
ら
る

る
も
の
と
信
じ
て
居
っ
た
。
殊
更
に
家
庭
の
円
満
と
か
家
庭
の
趣
味
と
か
、
八
釜
し
く
云
う
こ
と
が
、
却

っ
て
お
か
し
く
思
わ
れ
て
居
っ
た
。
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そ
れ
は
、
今
日
世
上
に
、
家
庭
問
題
を
論
究
し
つ
つ
あ
る
人
々
の
内
に
も
、
必
し
も
不
円
満
な
家
庭
中

の
人
許ばか
り
は
居
る
ま
い
、
人
の
模
範
と
な
る
べ
き
家
庭
を
保
っ
て
居
る
人
も
、
多
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

実
行
の
伴
わ
な
い
論
者
も
、
決
し
て
少
く
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
円
満
な
家
庭
中
の
人
が
、
却
っ
て
不
円

満
な
家
庭
の
人
か
ら
講
釈
い
わ
る
る
よ
う
な
、
奇
態
の
事
実
が
あ
り
は
せ
ま
い
か
。
云
う
ま
で
も
な
く
、

家
庭
問
題
は
、
学
術
上
の
問
題
で
は
な
い
事
実
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
実
験
に
基
づ
か
ぬ
話
は
、
何
程
才

学
あ
る
人
の
云
う
こ
と
で
も
、
容
易
に
価
値
を
認
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
が
普
通
で
あ
る
。
世
の
学
者
教

育
家
な
ど
の
、
無
造
作
に
家
庭
問
題
を
云
々
す
る
は
、
少
し
く
片
腹
痛
き
感
が
あ
る
。
世
に
家
庭
の
事
を

云
々
す
る
人
に
は
、
如
何
な
る
程
度
の
家
庭
を
標
準
と
し
て
説
く
の
で
あ
ろ
う
か
、
予
は
常
に
疑
う
の
で

あ
る
。
家
庭
と
い
う
問
題
に
就
い
て
、
一
つ
の
標
準
を
立
て
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
其
の
標
準
が
立
た
な
い

と
し
た
時
に
は
、
何
を
目
安
に
家
庭
問
題
を
説
く
か
、
頗
す
こ
ぶる
取
り
留
め
な
き
事
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
元

来
、
家
庭
と
云
う
も
の
は
、
其
の
人
次
第
の
家
庭
が
成
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
他
か
ら
模
型
を
示
し
て
、

家
庭
と
い
う
も
の
は
、
是
々
に
す
べ
き
も
の
な
ど
と
、
教
え
得
べ
き
も
の
で
な
い
と
思
う
。

　
人
々
に
依
り
、
家
々
に
依
り
、
年
齢
に
依
り
、
階
級
に
依
り
、
土
地
に
よ
り
、
悉
こ
と
ご
とく
家
庭
の
趣
味
は
変

っ
て
居
る
。
今
少
し
く
精
細
に
云
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
役
人
の
家
庭
、
職
人
の
家
庭
、
芸
人
の
家
庭
、
学

者
の
家
庭
、
新
聞
記
者
、
政
治
家
、
農
家
、
商
家
、
其
の
外
に
貧
富
の
差
が
あ
る
、
智
識
の
差
が
あ
る
、
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夫
婦
諸
稼
の
家
庭
も
あ
る
、
旦
那
様
奥
様
の
家
庭
も
あ
る
、
女
の
多
い
家
、
男
の
多
い
家
、
斯
く
数
え
て

来
た
ら
ば
際
限
が
な
い
。
一
個
人
に
就
い
て
も
決
し
て
一
定
し
て
居
な
い
、
妻
の
な
い
時
、
妻
の
あ
る
時
、

親
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
の
家
庭
、
子
に
妻
な
り
婿
な
り
の
出
来
て
か
ら
の
家
庭
、
此
の
如
き
調
子
に
家

庭
の
趣
と
い
う
も
の
は
、
千
差
万
別
、
少
し
も
一
定
し
て
居
る
も
の
で
な
い
、
標
準
な
ど
い
う
も
の
の
立

ち
様
の
な
い
の
が
、
家
庭
本
来
の
性
質
で
あ
る
。
さ
れ
ば
世
の
家
庭
談
と
か
云
う
も
の
は
、
実
は
其
の
人

々
の
思
々
を
云
う
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
訳
で
、
そ
れ
を
以
て
、
他
を
律
す
る
こ
と
も
出
来
ず
他
を
導
く
こ

と
も
出
来
な
い
筈
の
も
の
で
あ
る
。
家
庭
教
育
、
家
庭
小
説
、
家
庭
料
理
、
家
庭
何
々
、
種
々
な
名
目
も

あ
っ
て
、
家
庭
に
対
す
る
事
業
も
沢
山
あ
る
よ
う
だ
が
、
実
際
家
庭
を
益
す
る
よ
う
な
作
物
が
あ
る
か
否

か
は
疑
問
で
あ
る
。
飛
ん
だ
間
違
っ
た
方
向
へ
応
用
さ
れ
る
と
、
却
て
家
庭
を
害
す
る
よ
う
な
結
果
が
な

い
と
は
云
え
ぬ
。
何
れ
商
売
上
手
の
手
合
の
仕
事
と
す
れ
ば
、
害
の
な
い
位
を
モ
ッ
ケ
の
幸
と
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
が
、
真
面
目
に
家
庭
談
を
為
す
も
の
や
、
本
気
に
家
庭
作
物
を
読
む
人
々
は
、
先
ず
此
の
家
庭
の
意

義
を
、
十
分
に
解
し
て
居
っ
て
貰
い
度
い
も
の
で
あ
る
。

　
予
の
考
は
、
家
庭
の
意
義
を
根
本
的
に
云
う
な
ら
ば
、
其
の
人
の
性
格
智
識
道
徳
等
か
ら
、
自
然
に
湧

く
べ
き
産
物
で
あ
る
。
高
く
も
低
く
も
、
其
の
人
だ
け
の
家
庭
を
作
る
よ
り
外
に
、
道
は
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
甲
の
家
庭
を
乙
が
模
し
、
丙
の
家
庭
を
丁
が
模
す
る
と
云
う
よ
う
な
事
は
、
迚とて
て
も
出
来
な
い
こ
と
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じ
ゃ
と
信
ず
る
。
其
の
人
を
解
か
ず
し
て
其
の
家
庭
を
解
く
は
、
火
を
見
な
い
で
湯
を
論
ず
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
湯
の
湧
く
湧
か
ぬ
は
、
釜
の
下
の
火
次
第
で
あ
る
、
火
の
な
い
釜
に
、
湯
の
湧
き
よ
う
は
な

い
。
家
庭
の
趣
味
如
何
を
問
う
前
に
、
主
人
其
の
人
の
趣
味
如
何
を
見
よ
、
趣
味
な
き
人
に
趣
味
あ
る
家

庭
を
説
く
は
、
火
の
な
い
釜
に
、
湯
の
沸
く
を
待
つ
よ
う
な
も
の
だ
、
こ
う
云
う
て
了
え
ば
、
家
庭
問
題

と
云
う
も
の
は
、
全
く
無
意
義
に
帰
し
て
終
う
訳
だ
。
然
り
教
導
的
に
家
庭
を
説
く
は
、
全
く
無
意
義
な

も
の
で
、
家
庭
を
益
す
る
こ
と
は
少
く
、
害
す
る
方
が
多
い
に
極
っ
て
居
る
。

　
乍
併
、
家
庭
は
尊
い
も
の
だ
、
趣
味
の
多
い
も
の
だ
、
楽
し
み
極
り
な
い
も
の
だ
。
人
間
の
性
命
は
、

殆
ど
家
庭
に
依
っ
て
居
る
と
云
っ
て
も
よ
い
位
だ
。
さ
れ
ば
、
人
各
家
庭
の
事
実
を
説
く
は
、
甚
だ
趣
味

あ
る
事
で
、
勿
論
他
の
参
考
に
も
な
る
こ
と
で
あ
る
。
只
自
身
家
庭
趣
味
の
経
験
に
乏
し
く
、
或
は
陋
劣

な
る
家
庭
に
あ
り
な
が
ら
、
徒
ら
に
口
の
先
、
筆
の
先
に
て
空
想
的
家
庭
を
説
く
は
、
射
利
の
用
に
供
せ

ら
る
る
以
外
に
は
、
何
等
の
意
義
な
し
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
家
庭
趣
味
の
事
実
を
談
ず
る
こ
と
は
、
談
者
自
ら
興
味
多
く
、
聴
く
人
に
も
多
く
の
趣
味
を
感
じ
、
且

つ
参
考
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
故
に
家
庭
の
事
は
、
人
々
盛
に
談
ず
べ
し
だ
、
面
白
い
事
も
、
悲
し
い
こ

と
も
、
人
に
談
ず
れ
ば
面
白
い
こ
と
は
更
に
面
白
さ
を
加
え
、
悲
し
い
こ
と
は
依
っ
て
悲
し
み
を
減
ず
る
。

家
庭
の
円
満
を
得
な
い
人
は
勿
論
、
家
庭
円
満
の
趣
味
に
浴
し
つ
つ
あ
る
人
で
も
、
能
く
談
ず
れ
ば
其
の
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興
味
を
解
す
る
こ
と
が
益
深
く
な
っ
て
く
る
。
今
迄
は
う
か
と
経
過
し
た
些
事
に
も
、
強
烈
な
趣
味
を
感

ず
る
様
に
な
っ
て
く
る
。
何
事
に
よ
ら
ず
面
白
味
を
知
ら
ず
に
其
の
中
に
あ
る
よ
り
、
面
白
味
を
知
っ
て

其
の
中
に
あ
れ
ば
、
楽
し
み
が
一
層
深
い
も
の
で
あ
る
。
山
中
の
人
山
中
の
趣
に
な
れ
て
、
却
て
其
の
趣

味
を
解
せ
ざ
る
が
如
く
、
家
庭
趣
味
に
浴
し
つ
つ
あ
る
人
も
、
其
の
趣
味
を
談
ぜ
ざ
れ
ば
、
折
角
身
幸
福

の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
其
の
幸
福
を
、
十
分
に
自
覚
し
な
い
で
過
ぎ
去
る
訳
で
あ
る
。

　
他
が
為
に
家
庭
趣
味
を
説
く
は
陋いや
し
い
、
人
の
各
自
に
其
の
家
庭
趣
味
を
談
じ
て
、
大
い
に
其
の
趣
味

を
味
う
と
い
う
は
、
人
世
の
最
大
な
る
楽
事
で
あ
る
ま
い
か
。

　
吾
が
新
仏
教
の
同
人
諸
君
、
願
わ
く
は
大
い
に
諸
君
の
家
庭
を
語
れ
、
予
先
ず
諸
君
に
先
じ
て
、
吾
が

ボ
ロ
家
庭
を
語
っ
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
新
仏
教
」
明38

・
１

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
今
一
く
さ
り
理
窟
を
云
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
予
は
先
に
、
今
の
家
庭
説
は
、
家
庭
を
害
す
る
方
が

多
い
と
云
っ
た
、
何
故
に
家
庭
を
害
す
る
か
、
そ
れ
を
少
し
く
云
う
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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世
人
多
く
は
、
家
庭
問
題
は
、
今
日
に
始
ま
っ
た
も
の
の
如
く
思
っ
て
居
る
ら
し
い
が
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
い
。
吾
々
が
幼
時
教
育
を
受
け
た
儒
教
な
ど
は
、
第
一
に
家
庭
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼かの
灑
掃

応
対
進
退
の
節
と
説
き
、
寡
妻
に
法
の
っ
とり
、
兄
弟
に
及
ぶ
と
云
い
、
国
を
治
む
る
の
も
と
は
、
家
を
治
む
る

に
あ
り
と
云
い
、
家
整
う
て
国
則
整
う
と
云
い
、
其
の
家
庭
の
問
題
を
如
何
に
重
大
視
し
た
か
、
詩
経
な

ど
の
詩
を
見
て
も
、
家
庭
を
謳うと
う
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
則
ち
家
庭
問
題
は
、
実
に
人
世
至
高
の
問

題
と
し
て
居
っ
た
こ
と
が
判
る
。
只
古
の
は
、
根
本
的
精
神
的
で
あ
っ
て
、
今
の
は
物
質
的
の
末
節
を
云

う
が
多
い
の
で
あ
る
。
人
格
問
題
、
修
養
問
題
を
抜
き
に
し
た
、
手
芸
的
話
説
が
多
い
の
で
あ
る
。
根
を

説
か
ず
し
て
ま
ず
末
を
説
く
、
予
が
家
庭
を
害
す
る
こ
と
多
い
と
云
う
は
、
此
の
顛
倒
の
弊
害
を
指
し
た

の
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
能
く
家
を
整
え
て
、
一
家
を
し
て
、
よ
り
多
く
の
和
楽
幸
福
を
得
し
む
る
と
云
う
こ
と
は
、
人
間
の
事

業
中
に
在
っ
て
、
最
も
至
聖
な
る
も
の
で
あ
る
。
大
き
く
云
え
ば
国
家
の
基
礎
、
社
会
の
根
柢
を
為
す
の

で
あ
る
。
至
大
至
高
の
問
題
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
等
の
修
養
な
き
、
何
等
の
経
験
な
き
青
年
文
士
や
、

偏
学
究
な
ど
に
依
っ
て
説
か
る
る
家
庭
問
題
、
予
は
有
害
無
益
な
る
を
云
う
に
憚
ら
ぬ
。
家
庭
の
主
人
公

な
る
が
如
く
心
得
、
家
庭
の
事
は
、
男
子
の
片
手
間
の
事
業
か
の
如
く
考
え
て
居
る
の
が
、
今
日
家
庭
を

説
く
も
の
の
理
想
ら
し
い
が
、
こ
れ
が
大
間
違
の
考
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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大
な
り
小
な
り
、
一
定
の
所
信
確
立
し
て
、
人
格
相
当
の
家
庭
を
作
れ
る
場
合
に
至
っ
て
、
物
質
的
家

庭
趣
味
の
選
択
に
取
り
か
か
る
べ
き
が
順
序
で
あ
る
。
己
一
身
の
所
信
覚
悟
も
定
ま
っ
て
居
ら
ず
、
如
何

に
し
て
家
族
を
指
導
し
、
一
家
を
整
え
得
べ
き
。
精
神
的
に
一
家
が
整
わ
ぬ
所
へ
、
や
れ
家
庭
小
説
じ
ゃ
、

家
庭
料
理
じ
ゃ
、
家
庭
科
学
じ
ゃ
、
家
庭
の
娯
楽
じ
ゃ
と
、
騒
ぎ
立
て
る
こ
と
が
、
如
何
に
覚
束
な
き
も

の
な
る
か
、
予
は
危
険
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
既
に
、
今
日
の
教
育
と
云
う
も
の
が
、
学
問
的
に
偏
し
、
技
芸
的
に
偏
し
、
人
格
的
精
神
的
の
教
育
が

欠
如
し
て
居
る
か
と
思
ふ
。
是
等
の
教
育
に
依
っ
て
、
産
出
す
る
所
の
今
日
の
多
く
の
青
年
を
見
よ
、
如

何
に
軽
佻
浮
華
に
し
て
、
人
格
的
に
精
神
的
に
価
値
な
き
か
を
。  

如    

此  

か
く
の
ご
と
き
青
年
が
順
次
家
を
成
し
、
所い

   

謂 

わ
ゆ
る
家
庭
を
作
る
に
当
っ
て
、
今
日
の
如
き
家
庭
説
、
半
驕
奢
趣
味
の
家
庭
談
を
注
入
し
た
る
結
果
が
、

如
何
な
る
家
庭
を
現
じ
来
る
べ
き
か
。

　
座
し
て
衣
食
に
究
せ
ず
、
其
の
日
其
の
日
を
愉
快
に
経
過
す
る
を
以
て
、
能
事
と
せ
る
家
庭
な
ら
ば
、

或
は
今
日
の
家
庭
説
を
以
て
多
く
の
支
障
を
見
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
然
れ
ど
も
、
如
此
種
族
の
家
庭
が
、
社

会
に
幾
許
か
あ
る
べ
き
。
多
く
は
一
定
の
職
業
を
有
し
て
、
日
々
其
の
業
務
と
家
事
と
に
時
間
を
刻
み
つ

つ
あ
る
の
で
あ
る
。
家
庭
料
理
な
ど
と
、
洒
落
れ
て
居
ら
れ
る
家
は
少
い
の
じ
ゃ
。
既
に
処
世
上
、
何
等

確
信
な
き
社
会
の
多
く
が
、
流
行
に
駆
ら
れ
て
今
の
世
に
あ
っ
て
は
、
斯
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
如
く
に
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誤
解
し
、
日
常
の
要
務
を
ば
次
に
し
て
、
や
れ
家
庭
の
趣
味
じ
ゃ
、
家
庭
の
娯
楽
じ
ゃ
と
騒
ぎ
散
ら
す
様

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
今
の
家
庭
説
は
徒
ら
に
社
会
に
驕
奢
を
勧
め
た
る
の
結
果
に
陥
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
事
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
、
根
本
が
抜
け
て
居
っ
て
、
う
わ
べ
許
り
で
騒
い
で
い
る
様
じ
ゃ
。
宗

教
界
な
ど
を
見
て
も
、
自
己
の
修
養
を
ば
丸
で
後
廻
し
と
し
て
、
社
会
を
救
う
の
、
人
を
教
う
る
の
と
、

頗すこ
ぶる
熱
心
に
や
っ
て
居
る
輩
も
あ
る
よ
う
な
れ
ど
、
自
分
に
人
格
が
な
く
修
養
が
な
く
て
、
ど
う
し
て
社

会
を
教
う
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
、
己
が
社
会
の
厄
介
者
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
を
指
導
す
る
も

な
い
も
の
だ
。
見
渡
し
た
所
、
社
会
の
厄
介
に
な
ら
ぬ
宗
教
家
な
ら
ば
、
ま
ず
結
構
じ
ゃ
と
云
い
た
い
位

だ
。
文
学
者
と
か
云
う
側
を
見
て
も
そ
う
で
あ
る
、
文
芸
を
売
物
に
生
活
し
て
居
る
も
の
は
、
「
ホ
ー
カ

イ
」
「
チ
ョ
ボ
ク
レ
」
と
別
つ
所
が
な
い
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
偉
ら
そ
う
に
も
、
詩
は
神
聖
じ
ゃ
、

恋
は
神
聖
じ
ゃ
な
ど
と
騒
ぎ
居
る
の
で
あ
る
。
匹
夫
野
人
も
屑
い
さ
ぎ
よし
と
し
な
い
よ
う
な
醜
行
陋
体
を
、
世
間

憚
ら
ず
実
現
し
つ
つ
、
詩
は
神
聖
恋
は
神
聖
を
歌
っ
て
居
る
と
こ
ろ
の
汚
醜
劣
等
の
卑
人
が
、
趣
味
が
ど

う
の
、
美
が
ど
う
の
と
云
う
て
る
の
に
、
社
会
の
一
部
が
耳
を
か
し
て
る
と
は
、
情
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。

　
今
の
家
庭
を
云
々
す
る
も
の
も
、
ど
う
か
厄
介
宗
教
家
や
、
汚
醜
詩
人
の
そ
れ
の
如
く
な
ら
で
、
ま
ず

何
よ
り
先
に
、
自
己
の
家
庭
を
整
え
て
貰
い
た
い
。
今
の
家
庭
問
題
に
注
意
す
る
人
々
に
告
ぐ
、
自
分
は

自
分
だ
け
の
家
庭
を
作
れ
、
決
し
て
家
庭
読
物
な
ど
の
談
に
心
を
奪
わ
る
る
勿なか
れ
。
今
の
家
庭
説
と
て
、
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皆
悪
い
こ
と
ば
か
り
を
書
い
て
あ
る
と
云
う
の
で
は
な
い
、
本
末
を
顛
倒
し
、
選
択
を
誤
る
の
害
を
恐
れ

る
の
で
あ
る
。
真
の
宗
教
、
真
の
詩
、
真
の
家
庭
、
却
て
天
真
な
る
諸
君
の
精
神
に
存
す
る
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
新
仏
教
」
明38

・
２

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
調
子
に
乗
っ
て
大
き
な
事
を
云
い
散
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
心
づ
い
て
自
ら
か
え
り
見
る
と
俄
に
わ
かに
き
ま
り

が
悪
く
な
っ
た
。
埒
も
な
き
家
庭
談
を
試
み
よ
う
と
の
考
で
あ
っ
た
の
に
、
如
何
に
も
仰
山
な
前
提
を
書

き
飛
ば
し
た
。
既
に
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
を
今
更
悔
い
て
も
仕
方
が
な
い
が
、
一
度
慚
愧
の
念
に
襲
わ

れ
て
は
、
何
事
に
も
無
頓
着
な
る
予
と
雖
い
え
ども
、
さ
す
が
に
躊
躇
す
る
の
で
あ
る
。

　
乍
併
茲ここ
で
止
め
て
了
う
て
は
余
り
に
無
責
任
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
諸
君
も
語
れ
予
先
ず
語
ら
ん
な

ど
云
え
る
前
言
に
対
し
て
も
何
分
此
の
儘
止
め
ら
れ
ぬ
、
ま
ま
よ
書
過
し
は
書
過
し
と
し
て
兎
に
角
今
少

し
後
を
続
け
て
見
よ
う
と
決
心
し
た
。
遠
き
慮
り
な
き
時
は
、
近
き
憂
あ
り
と
は
、
能
く
も
云
う
た
も
の

じ
ゃ
と
我
か
ら
自
分
を
嘲
っ
た
の
で
あ
る
。

11



　
予
の
家
庭
は
寧
ろ
平
和
の
坦
道
を
通
過
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
予
は
自
ら
の
家
庭
を
毫
も
幸
福
な
り

し
と
は
信
じ
な
い
、
悲
惨
と
云
う
程
の
事
も
な
か
っ
た
代
り
、
尋
常
以
上
の
快
楽
も
な
か
っ
た
。
云
わ
ば

極
め
て
平
凡
下
劣
の
家
庭
に
安
じ
た
の
で
あ
る
、
或
一
種
の
考
か
ら
其
の
下
劣
平
凡
の
家
庭
を
却
て
得
意

と
し
た
時
代
も
あ
っ
た
。

　
予
は
十
八
歳
の
春
、
豊
か
な
ら
ぬ
父
母
に
僅
少
の
学
資
を
哀
求
し
、
始
め
て
東
京
に
来
っ
て
法
律
学
な

ど
を
修
め
た
。
政
界
の
人
た
ら
ん
と
の
希
望
か
ら
で
あ
る
。
予
が
今
に
理
窟
を
云
う
の
癖
が
あ
る
は
此
の

時
代
の
遺
習
か
と
、
独
り
で
窃
ひ
そ
かに
お
か
し
く
思
っ
と
る
。
学
問
の
上
に
最
も
不
幸
な
り
し
予
は
、
遂
に
六

箇
月
を
出
で
ざ
る
に
早
く
廃
学
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
境
遇
に
陥
っ
た
。
何
時
の
間
に
か
、
眼
が
悪
く
な
っ
て
府

下
の
有
名
な
眼
科
医
三
四
人
に
診
察
を
乞
う
て
見
る
と
、
云
う
こ
と
が
皆
同
じ
で
あ
る
、
曰
く
進
行
近
視

眼
、
曰
く
眼
底
充
血
、
最
後
に
当
時
最
も
雷
名
あ
り
し
、
井
上
達
也
氏
に
見
て
貰
う
と
、
卒
直
な
る
同
氏

は
い
う
、
君
の
眼
は
瀬
戸
物
に
ひ
び
が
入
っ
た
様
な
も
の
じ
ゃ
。
大
事
に
使
え
ば
生
涯
使
え
ぬ
こ
と
も
な

い
が
、
ぞ
ん
ざ
い
に
使
え
ば
直
ぐ
に
こ
わ
れ
る
、
治
療
し
た
っ
て
駄
目
じ
ゃ
只
眼
を
大
事
し
て
居
れ
ば
よ

い
。
そ
う
さ
学
問
な
ど
は
迚とて
て
も
駄
目
だ
な
あ
。
こ
ん
な
調
子
で
無
造
作
に
不
具
者
の
宣
告
を
与
え
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。

　
最
早
予
は
人
間
と
し
て
正
則
の
進
行
を
計
る
資
格
が
無
く
な
っ
た
。
人
間
も
こ
こ
に
至
っ
て
処
世
上
変
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則
の
方
法
を
採
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
は
自
然
で
あ
る
。
国
へ
帰
っ
て
百
姓
に
な
る
よ
り
外
に
道
は
な
い
か
な
と

考
え
た
時
の
悲
し
さ
、
今
猶
昨
日
の
如
き
感
じ
が
す
る
。
学
資
に
不
自
由
な
く
身
体
の
健
全
な
学
生
程
、

世
の
中
に
羨
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
、
本
郷
の
第
一
高
等
学
校
の
脇
を
通
る
と
多
く
の
生
徒
が
盛
に
打
毬

を
や
っ
て
居
る
、
其
の
愉
快
げ
な
風
が
つ
く
づ
く
羨
し
く
て
暫
く
立
っ
て
眺
め
た
時
の
心
持
、
何
と
も
形

容
の
詞
が
な
い
。
世
の
中
と
云
う
も
の
は
実
に
不
公
平
な
も
の
で
あ
る
、
人
間
ほ
ど
幸
不
幸
の
甚
し
き
も

の
は
あ
る
ま
い
、
相
当
の
時
機
に
学
問
す
る
事
の
出
来
な
く
な
っ
た
人
間
は
、
未
だ
世
の
中
に
出
で
な
い

前
に
、
運
を
争
う
の
資
格
を
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
、
思
う
存
分
に
働
い
て
失
敗
し
た
の
は
運
が
悪
い
と
し

て
諦
め
も
し
よ
う
が
、
働
く
資
格
を
与
え
ぬ
と
は
随
分
非
度
い
不
公
平
で
あ
る
、
い
ま
い
ま
し
い
。
そ
れ

で
も
運
好
く
成
功
し
た
人
間
共
は
、
其
の
幸
福
と
云
う
こ
と
は
一
向
顧
み
な
い
で
、
始
め
か
ら
自
分
達
が

優
者
で
あ
る
如
く
威
張
り
散
ら
す
の
で
あ
る
。
予
は
茲
で
一
寸
天
下
の
学
生
諸
君
に
告
げ
て
置
き
た
い
。

学
資
に
不
自
由
な
く
身
体
健
全
な
る
学
生
諸
君
、
諸
君
の
資
格
は
実
に
尊
い
資
格
で
あ
る
、
諸
君
は
決
し

て
其
の
尊
い
資
格
を
疎
お
ろ
そか
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。

　
何
程
愚
痴
を
云
う
て
も
返
る
こ
と
で
は
な
い
、
予
は
国
へ
帰
っ
た
。
両
親
は
左
程
に
は
思
わ
れ
ぬ
、
眼

を
病
め
ば
盲
人
に
な
る
人
も
あ
る
、
近
眼
位
な
ら
結
構
じ
ゃ
、
百
姓
の
子
が
百
姓
す
る
に
不
思
議
は
な
い
、

大
望
を
抱
い
て
居
て
も
運
が
た
す
け
ね
ば
成
就
は
せ
ぬ
も
の
、
よ
し
よ
し
も
う
思
い
返
し
て
百
姓
す
る
さ
。
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一
農
民
の
資
格
に
安
じ
て
居
る
両
親
は
頗
る
平
気
な
も
の
で
あ
る
。
結
句
こ
れ
か
ら
は
落
着
い
て
手
許
に

居
る
だ
ろ
う
、
よ
い
塩
梅
だ
位
に
思
っ
て
い
る
ら
し
い
風
が
見
え
る
、
何
も
か
も
慈
愛
の
泉
か
ら
湧
い
た

情
と
思
え
ば
不
平
も
云
え
な
い
。

　
父
は
六
十
三
母
は
五
十
九
余
は
其
の
末
子
で
あ
る
。
慈
愛
深
け
れ
ば
こ
そ
、
白
髪
を
か
か
え
て
吾
児
を

旅
に
手
離
し
て
寂
し
さ
を
守
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
今
修
学
の
望
が
絶
え
て
帰
国
し
た
と
す
れ
ば
こ
れ
か

ら
手
許
に
居
れ
と
い
う
老
父
母
の
希
望
に
寸
毫
の
無
理
は
な
い
の
だ
。
勿
論
其
の
当
時
に
あ
っ
て
は
予
も

総
べ
て
の
希
望
を
諦
め
老
親
の
膝
下
し
っ
か
に 

稼  

穡 

か
し
ょ
く

を
事
と
す
る
外
な
し
と
思
っ
た
が
、
末
子
た
る
予
は
手
許

に
居
る
と
い
う
て
も
、
近
く
に
分
家
で
も
す
れ
ば
兎
に
角
、
さ
も
な
け
れ
ば
他
家
に
養
子
に
ゆ
く
の
で
あ

る
か
ら
、
老
親
の
希
望
を
遺
憾
な
く
満
足
さ
せ
る
は
、
少
し
く
覚
束
な
い
事
情
が
あ
る
。

　
学
問
を
止
め
た
か
と
て
百
姓
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
は
な
い
、
学
問
が
な
く
と
も
出
来
る
こ

と
が
幾
ら
も
あ
る
、
近
眼
の
為
に
兵
役
免
除
と
な
っ
た
を
幸
に
、
予
は
再
び
上
京
し
た
。
勿
論
老
父
母
の

得
心
で
な
い
、
暫
く
父
母
に
背
く
の
余
儀
な
き
を
信
じ
て
出
走
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
再
度
出
京
の
目
的

は
自
己
の
私
心
を
満
足
さ
せ
ん
と
の
希
望
で
は
な
い
、
衣
食
を
求
む
る
た
め
生
活
の
道
を
得
ん
が
た
め
、

老
親
の
短
き
生
先
を
自
分
の
手
に
て
奉
養
せ
ん
と
の
希
望
の
た
め
で
あ
っ
た
。
予
が
半
生
の
家
庭
が
常
に

変
則
の
軌
道
を
歩
し
た
と
云
う
も
、
一
は
眼
病
で
廃
学
し
た
故
と
生
先
短
き
親
を
持
っ
た
故
と
で
あ
る
、
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殊
に
予
の
母
は
後
妻
と
し
て
父
の
家
に
嫁
が
れ
予
の
外
に
兄
一
人
あ
る
の
み
で
、
然
か
も
最
も
お
そ
き
子

で
あ
る
か
ら
吾
等
兄
弟
が
物
覚
の
つ
い
た
時
分
に
は
老
母
の
髪
は
半
分
白
か
っ
た
。
如
此
事
情
の
も
と
に

生
長
し
た
予
は
子
供
の
時
よ
り
母
の
生
先
を
安
ず
る
と
い
う
の
が
一
身
の
目
的
の
如
く
に
思
っ
て
居
っ
た

の
で
あ
る
。
眼
病
を
得
て
処
世
上
正
則
の
進
行
を
妨
げ
ら
る
る
に
及
び
て
は
、
愈
い
よ
い
よ私
心
的
自
己
の
希
望
を

絶
対
に
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
っ
た
。

　
老
母
の
寿
命
が
よ
し
八
十
迄
あ
る
と
す
る
も
、
此
の
先
二
十
年
し
か
な
い
。
況
い
わ
んや
予
が
生
活
を
得
る
ま

で
に
は
猶
少
く
も
三
四
年
は
間
が
あ
っ
て
、
母
の
命
八
十
を
必
し
難
し
と
す
れ
ば
、
予
は
自
分
の
功
名
心

や
、
遠
い
先
の
幸
福
な
ど
に
望
を
掛
け
て
、
大
き
な
考
を
起
す
暇
が
な
い
の
で
あ
る
、
年
少
気
鋭
の
時
代

は
何
人
に
も
あ
る
、
予
と
雖
も
又
其
の
内
の
一
人
で
あ
れ
ば
、
外
国
へ
飛
び
出
さ
ん
と
の
念
を
起
せ
る
も

一
二
度
で
は
な
か
っ
た
。
只
予
の
性
質
と
し
て
人
の
子
と
あ
る
も
の
が
只
自
己
一
身
の
功
業
に
の
み
腐
心

す
る
は
不
都
合
で
あ
る
、
両
親
を
見
送
っ
て
の
後
な
ら
ば
、
如
何
な
る
こ
と
を
為
す
と
も
自
己
の
一
身
は

自
己
の
随
意
に
任
せ
て
よ
い
が
、
父
母
猶
存
す
る
間
は
父
母
と
自
分
と
の
関
係
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
よ

し
遂
に
大
業
を
遂
げ
た
り
と
す
る
も
、
其
の
業
の
成
れ
る
時
既
に
父
母
は
世
に
存
せ
ざ
る
な
ら
ば
、
父
母

に
幸
福
を
与
え
ず
し
て
自
己
の
幸
福
を
貯
え
た
事
に
な
る
。
人
の
子
と
し
て
私
心
的
態
度
と
云
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
世
の
功
名
家
な
る
も
の
に
人
情
に
背
け
る
の
行
為
多
き
は
、
其
の
私
心
熾
な
る
が
故
に
外
な
ら
ぬ
。
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常
に
以
上
の
如
き
考
を
抱
い
て
居
っ
た
予
は
、
遠
大
な
望
な
ど
は
少
し
も
な
い
。
極
め
て
凡
人
極
め
て

愚
人
た
る
に
甘
ぜ
ん
と
し
て
い
た
。
予
は
一
切
の
私
心
的
希
望
を
捨
て
て
、
老
母
の
生
先
十
数
年
の
奉
養

を
尽
さ
ん
が
為
に
、
凡
人
と
な
り
愚
人
と
な
る
に
甘
ぜ
ん
と
心
を
定
め
た
時
に
不
思
議
と
歓
喜
愉
快
の
念

が
内
心
に
湧
い
た
の
で
あ
る
。
他
人
の
為
に
自
己
の
或
る
点
を
犠
牲
に
し
て
一
種
の
愉
快
を
得
る
は
人
間

の
天
性
で
あ
る
ら
し
い
が
、
予
が
老
い
た
る
父
母
の
生
先
の
為
に
自
己
の
欲
望
を
捨
て
た
の
で
あ
る
か
ら
、

何
と
な
く
愉
快
の
念
が
強
い
。
之
に
依
っ
て
見
る
と
人
間
の
幸
不
幸
と
い
う
事
は
、
人
々
精
神
の
置
き
ど

こ
ろ
一
つ
に
あ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
と
思
っ
た
。
令
名
を
当
世
に
挙
げ
富
貴
の
生
活
を
為
す
は
人
世
の
最

も
愉
快
な
る
も
の
に
相
違
な
い
が
、
予
の
如
き
凡
人
的
愉
快
も
又
云
う
べ
か
ら
ざ
る
趣
味
が
あ
る
。
神
は

必
し
も
富
貴
な
る
人
に
の
み
愉
快
を
与
え
ぬ
の
で
あ
る
、
予
一
人
の
愉
快
の
み
で
な
い
、
老
い
た
る
父
母

が
予
の
決
心
を
知
っ
て
又
深
く
愉
快
を
感
じ
た
は
疑
を
要
せ
ぬ
。

　
僅
に
二
円
金
を
携
え
て
出
京
し
た
予
は
、
一
日
も
猶
予
し
て
居
ら
れ
ぬ
、
直
に
労
働
者
と
な
っ
た
。
所

謂
奉
公
人
仲
間
の
群
に
投
じ
た
。
或
は
東
京
に
或
は
横
浜
に
流
浪
三
年
半
二
十
七
歳
と
云
う
春
、
漸
く
現

住
所
に
独
立
生
活
の
端
緒
を
開
き
得
た
。
固もと
よ
り
資
本
と
称
す
る
程
の
貯
あ
る
に
あ
ら
ず
、
人
の
好
意
と

精
神
と
勉
強
と
の
三
者
を
た
よ
り
の
事
業
で
あ
る
。
予
は
殆
ど
毎
日
十
八
時
間
労
働
し
た
、
さ
れ
ば
予
は

忽たち
まち
同
業
者
間
第
一
の
勤
勉
家
と
云
う
評
を
得
た
。
勤
勉
家
と
云
え
ば
立
派
で
あ
る
が
当
時
の
状
況
は
そ
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れ
ほ
ど
働
か
ね
ば
業
が
成
立
せ
ぬ
の
だ
。
此
の
時
に
予
の
深
く
感
じ
て
忘
れ
ら
れ
ぬ
は
人
の
好
意
で
あ
る
。

世
人
は
一
般
に
都
人
の
情
薄
き
を
云
え
ど
、
予
は
決
し
て
そ
う
は
思
わ
ぬ
。
殆
ど
空
手
業
を
始
め
た
困
苦

は
一
通
り
で
な
い
。
取
引
先
々
の
好
意
が
な
く
て
到
底
や
り
と
お
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
予
に
金
を
貸

し
た
一
人
の
如
き
は
、
君
が
そ
れ
ほ
ど
勉
強
し
て
失
敗
し
た
ら
、
縦
令
た
と
え
君
に
損
を
掛
け
ら
れ
て
も
恨
は
な

い
と
ま
で
云
う
た
。
東
京
の
商
人
と
い
う
も
の
表
面
よ
り
一
見
す
る
と
、
如
何
に
も
解
ら
ず
や
許
り
の
様

な
れ
ど
、
一
歩
進
め
た
交
際
を
し
て
見
る
と
、
田
舎
の
人
な
ど
よ
り
は
遥
か
に
頼
も
し
い
人
が
多
い
。
堅

実
な
精
神
的
商
人
が
却
て
都
会
の
中
央
に
多
い
は
争
わ
れ
ぬ
事
実
じ
ゃ
（
少
し
く
方
角
違
い
な
れ
ば
別
に

云
う
べ
し
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
新
仏
教
」
明38

・
４
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本
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文
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