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生家②

　
家
の
中
だ
け
で
は
な
い
。
庭
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
厄
介
な
の
が
木
だ
。 

　
祖
母
が
生
き
て
い
た
頃
の
庭
は
、
現
存
す
る
柿
に
加
え
、
杏
が
幾
本
か
あ
り
、
果
樹
園
の
よ
う
だ
っ

た
。
幼
い
頃
の
記
憶
に
は
、
築
地
松
に
覆
わ
れ
て
い
る
う
え
、
木
々
が
う
っ
そ
う
と
茂
る
薄
暗
い
庭
が

映
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
父
が
出
雲
に
帰
っ
て
事
業
を
始
め
る
と
、
木
が
切
ら
れ
、
庭
の
大
半
を
工
場
が

占
め
た
。 

　
そ
の
う
ち
工
場
は
ほ
か
の
場
所
に
建
っ
た
た
め
使
わ
れ
な
く
な
り
、
事
務
所
は
私
の
部
屋
に
、
が
ら
ん

ど
う
に
な
っ
た
作
業
場
の
広
い
空
間
は
地
元
の
事
業
所
の
資
材
置
き
場
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。 

　
祖
母
が
亡
く
な
っ
て
間
も
な
く
私
は
進
学
の
た
め
に
家
を
出
、
卒
業
し
て
帰
る
と
、
家
は
改
装
さ
れ
て

い
た
。
就
職
し
た
年
に
父
が
亡
く
な
り
、
母
は
家
政
婦
と
し
て
病
院
を
転
々
と
し
、
こ
の
家
に
人
が
住
ま

な
く
な
る
。
そ
れ
で
も
、
母
が
存
命
中
は
、
盆
正
月
は
休
み
を
取
っ
て
家
に
帰
り
、
大
掃
除
を
し
、
家
で

過
ご
し
て
い
た
。
娘
が
生
ま
れ
て
か
ら
も
、
時
々
里
帰
り
し
、
こ
の
家
に
泊
ま
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

　
そ
ん
な
中
、
庭
を
囲
む
築
地
松
が
松
く
い
虫
に
や
ら
れ
た
。
当
時
は
ま
だ
「
松
刈
り
さ
ん
」
と
い
う
築

地
松
を
剪
定
す
る
仕
事
を
す
る
専
門
職
が
お
ら
れ
、
頼
ん
で
み
ん
な
切
っ
て
も
ら
っ
た
。 

「
お
宅
の
工
場
の
ト
タ
ン
、
放
っ
ち
ょ
く
と
、
飛
ん
で
し
ま
う
よ
」
と
近
所
の
お
年
寄
り
に
言
わ
れ
、
工

場
を
壊
し
た
の
は
、
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
だ
。
物
の
置
き
場
が
無
く
な
っ
た
の
で
プ
レ
ハ
ブ
を
建
て
、

道
路
側
に
は
常
緑
樹
の
ヒ
バ
を
植
え
た
。
西
側
に
残
っ
た
ス
ペ
ー
ス
に
は
、
大
根
や
豆
な
ど
野
菜
を
少
し

ず
つ
育
て
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
娘
が
中
学
生
の
頃
、
無
花
果
を
二
本
植
え
た
。
生
き
残
っ
た
一
本
か
ら

は
、
三
年
前
ま
で
ジ
ャ
ム
に
す
る
ほ
ど
毎
年
甘
い
実
が
た
く
さ
ん
採
れ
た
。
虫
が
巣
食
っ
て
朽
ち
た
無
花

果
に
代
り
、
退
職
し
た
年
に
植
え
た
キ
ウ
イ
が
こ
の
と
こ
ろ
毎
年
実
を
つ
け
て
く
れ
て
い
る
。 

　
庭
の
真
ん
中
に
で
え
ん
と
聳
え
、
屋
根
の
遥
か
上
ま
で
伸
び
て
い
た
杉
が
、
屋
根
に
も
た
れ
か
か
る
よ

う
に
傾
い
だ
の
は
、
平
成
三
年
九
月
、
台
風
十
九
号
に
襲
わ
れ
た
際
。
放
っ
て
お
く
と
、
家
が
つ
ぶ
さ
れ

そ
う
な
の
で
、
業
者
に
頼
ん
で
根
元
か
ら
切
っ
て
も
ら
っ
た
。 

　
そ
し
て
今
、
プ
レ
ハ
ブ
も
無
く
な
っ
た
庭
に
、
い
つ
の
間
に
成
長
し
た
の
か
、
太
い
幹
で
、
空
に
向
か
っ

て
無
数
に
枝
を
広
げ
る
木
が
、
杉
に
代
わ
っ
て
聳
え
て
い
る
。 
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松

江
算
数
活
塾
の
特
徴
を
な
す
活
動
の
も
う
一
つ
は
、
研

修
会
で
あ
る
。
初
め
は
保
護
者
研
修
会
と
名
付
け
て
い

た
が
、
ど
う
に
も
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し
た
響
き
で
収
ま
り
が
悪
い
。

せ
っ
か
く
算
数
に
加
え
て
落
語
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
寄

席
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
活
塾
の
活
の
字
を
「
い

き
」
と
読
ま
せ
て
二
つ
重
ね
「
い
き
い
き
寄
席
」
と
名
付
け

た
。
月
例
で
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
話
を
聞
く
。 

　
塾
長
か
ら
そ
の
提
案
を
聞
い
た
と
き
、
ぼ
く
は
昔
や
っ
て
い

た
「
あ
く
し
ゅ
の
会
」
と
い
う
月
例
会
を
思
わ
な
い
で
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
奥
出
雲
町
に
赴
任
し
た
と
き
、
ぼ
く
の
役
割
は

同
和
教
育
（
今
の
人
権
教
育
の
前
身
）
だ
っ
た
。
小
学
校
に
所

属
し
て
は
い
る
が
、
授
業
時
間
は
う
ん
と
少
な
く
て
、
勤
務
時

間
の
大
半
を
人
権
教
育
に
関
す
る
活
動
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
学
級
担
任
の
仕
事
と
は
ま
る
で
違
っ

て
い
た
が
、
戸
惑
っ
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
ず
、
と
に
か
く
何
か

を
始
め
た
く
て
地
元
の
人
た
ち
の
知
恵
を
借
り
つ
つ
作
っ
た
の

が
「
あ
く
し
ゅ
の
会
」
だ
っ
た
。 

　
人
権
に
関
わ
る
こ
と
だ
っ
た
ら
何
で
も
よ
い
。
だ
れ
か
に
話

題
を
出
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
参
加
者
で
話
し
合
お

う
と
考
え
た
。
ま
だ
ぼ
く
も
若
く
は
あ
っ
た
し
、
今
思
え
ば
ず

い
ぶ
ん
と
青
臭
い
こ
と
を
し
て
い
た
気
も
す
る
が
、
体
力
に
任

せ
て
毎
月
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
い
た
。
少
な
く
と
も
学
校
を
異
動

す
る
ま
で
の
七
年
間
は
続
け
た
の
で
、
か
な
り
の
回
数
に
上
っ

た
。
ゲ
ス
ト
は
様
々
な
人
権
課
題
の
当
事
者
だ
っ
た
り
研
究
者

だ
っ
た
り
し
た
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
不

思
議
が
ら
れ
た
り
も
し
た
が
、
依
頼
を
断
る
人
は
め
っ
た
に
お

ら
ず
手
弁
当
も
同
然
で
来
て
く
だ
さ
っ
た
。 

　
毎
回
、
ゲ
ス
ト
や
参
加
者
か
ら
教
わ
る
こ
と
は
実
に
多
く
、

自
分
が
何
も
知
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
て
ば
か
り
だ
っ

た
。
な
ら
ば
回
を
重
ね
る
う
ち
に
知
識
も
増
え
、
感
覚
も
磨
か

れ
て
多
少
は
ま
し
な
人
間
に
な
っ
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
ど
う

も
そ
ん
な
気
が
し
な
い
。
そ
の
う
ち
、
ど
ん
な
に
学
ん
で
も

堂
々
巡
り
が
関
の
山
で
、
毎
回
新
し
い
気
持
ち
で
向
か
う
ほ
か

な
い
の
だ
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
今
で
も
変
わ
ら

な
い
。
当
事
者
に
会
う
、
話
を
聞
く
、
本
を
読
む
、
そ
う
し
た

行
為
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

上
の
、
例
え
ば
人
権
意
識
が
高
ま
っ
た
か
ど
う
か
な
ど
、
問
お

う
も
の
な
ら
煩
わ
し
い
ば
か
り
で
ち
っ
と
も
楽
し
く
な
い
。
あ

く
し
ゅ
の
会
で
は
、
エ
コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー
現
象
（
同
じ
価
値
観

を
持
つ
集
団
の
中
で
対
話
を
重
ね
る
こ
と
で
価
値
観
や
言
葉
が

先
鋭
化
し
て
い
く
こ
と
）
は
一
切
起
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は

人
に
も
運
に
も
恵
ま
れ
た
証
拠
だ
。 

　
「
活
活
寄
席
」
も
「
あ
く
し
ゅ
の
会
」
み
た
い
に
、
向
上
と

か
進
歩
な
ど
に
信
を
置
か
ず
、
堂
々
巡
り
で
よ
し
と
す
る
人
た

ち
の
ゆ
る
や
か
な
連
帯
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
願
う
。
会
の
詳

細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
柄
谷
行
人
が
哲
学
の

30ノ
ー
ベ
ル
賞
と
い
わ
れ
る
「
バ
ー
グ
ル
エ
ン

哲
学
・
文
化
賞
」
を
受
賞
し
た
と
い
う
の

で
、
朝
日
新
聞
が
改
め
て
彼
の
交
換
様
式
論

を
紹
介
し
て
い
た
。 

年
金
生
活
者
　
柄
谷
は
交
換
様
式
を
Ａ＝

互

酬
（
贈
与
と
返
礼
）
、
Ｂ＝

服
従
と
保
護

（
略
取
と
再
分
配
）
、
Ｃ＝
商
品
交
換
（
貨

幣
と
商
品
）
、
Ｄ＝

Ａ
の
高
次
元
で
の
回
復

の
４
類
型
に
分
け
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
は

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
順
に
支
配
的
な
交
換
様
式
が

推
移
し
て
き
た
と
し
て
い
る
。
Ｄ
は
支
配
的

な
交
換
様
式
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ

れ
は
必
ず
到
来
す
る
と
柄
谷
は
予
言
す
る
。 

そ
う
し
た
交
換
様
式
か
ら
観
念
的
、
あ
る
い

は
霊
的
な
力
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
政
治
や
宗

教
、
文
化
な
ど
、
マ
ル
ク
ス
主
義
で
い
う
上

部
構
造
を
形
成
す
る
と
彼
は
考
え
る
。
Ａ
か

ら
は
「
贈
与
さ
れ
た
ら
返
礼
せ
よ
」
と
命
じ

る
霊
的
な
力
が
生
じ
、
Ｂ
か
ら
は
ホ
ッ
ブ
ス

が
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
と
名
づ
け
た
怪
物

的
な
力
が
、
そ
し
て
Ｃ
か
ら
は
貨
幣
の
力
、

マ
ル
ク
ス
が
「
物
神
」
と
呼
ん
だ
力
が
生
ま

れ
る
、
と
。 

 

代
　
交
換
が
力
を
生
む
と
し
て
、
人
間
に

30そ
う
し
た
交
換
を
さ
せ
る
力
は
ど
こ
か
ら
来

る
ん
だ
。 

年
金
　
柄
谷
は
Ａ
に
つ
い
て
「
た
ん
に
人
と

人
の
間
の
同
意
や
約
束
で
は
な
い
、
何
か
強

制
的
な
〝
力
〞
が
そ
こ
に
お
い
て
働
く
」
と

言
う
（
『
力
と
交
換
様
式
』
）
。
こ
れ
は

「
強
制
的
な
〝
力
〞
」
、
す
な
わ
ち
霊
的
な

力
が
交
換
を
強
い
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に

受
け
取
れ
る
。
Ｃ
に
つ
い
て
も
「
交
換
」
を

「
可
能
に
す
る
『
力
』
が
不
可
欠
」
と
書
い

て
い
る
（
同
）
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
に

よ
れ
ば
商
品
交
換
は
共
同
体
と
共
同
体
の

間
、
つ
ま
り
見
知
ら
ぬ
者
ど
う
し
の
間
で
行

わ
れ
る
か
ら
だ
、
と
。
し
か
し
、
Ｂ
に
つ
い

て
は
国
民
に
服
従
を
、
国
家
に
保
護
を
強
い

る
力
が
何
な
の
か
述
べ
て
い
な
い
。 

 

代
　
そ
こ
が
物
足
り
な
い
と
こ
ろ
だ
。 

30年
金
　
私
の
考
え
を
言
う
と
、
交
換
を
駆
動

す
る
力
の
起
源
は
個
体
発
生
的
に
は
生
誕

に
、
系
統
発
生
的
に
は
自
然
か
ら
の
人
間
の

「
離
陸
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

　
乳
児
は
母
の
全
面
的
な
庇
護
な
し
に
は
生

き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
乳
児
は
自
分

を
母
胎
の
楽
園
か
ら
こ
の
世
界
の
荒
れ
野
に

追
い
や
っ
た
母
を
憎
み
な
が
ら
、
他
方
で
母

の
庇
護
を
得
る
た
め
に
、
そ
の
見
返
り
と
し

て
自
ら
の
愛
ら
し
さ
を
母
に
与
え
る
。
そ
れ

を
ア
メ
と
す
れ
ば
、
泣
き
声
は
ム
チ
だ
。
自

分
を
楽
園
か
ら
追
い
出
し
た
母
が
、
自
分
へ

の
庇
護
を
怠
る
と
き
、
ム
チ
打
た
れ
る
の
は

当
然
だ
と
い
う
前
提
が
そ
こ
に
あ
る
。 

　
そ
れ
は
一
方
で
、
乳
児
の
中
に
後
ろ
め
た

さ
、
負
い
目
を
生
じ
さ
せ
る
。
庇
護
し
て
く

れ
る
相
手
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
だ
。
だ
か
ら
、
乳
児
は
笑
み
や
睡
眠
を
通

し
て
自
ら
の
愛
ら
し
さ
を
懸
命
に
母
に
与
え

よ
う
と
す
る
。
後
ろ
め
た
さ
、
負
い
目
こ
そ

が
、
人
間
を
贈
与
へ
と
駆
り
立
て
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
贈
与
と
返
礼
か
ら
成
る
互

酬
制
の
起
源
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。 

　
こ
の
過
程
を
母
の
側
か
ら
見
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
。
自
分
が
楽
園
か
ら
追
い
出
し

た
わ
が
子
が
仕
返
し
を
す
る
ど
こ
ろ
か
、
笑

み
を
見
せ
、
す
や
す
や
と
眠
り
、
愛
ら
し
さ

を
ふ
ん
だ
ん
に
与
え
て
く
れ
る
。
母
は
わ
が

子
を
寄
る
辺
な
い
こ
の
世
界
に
追
い
や
っ
た

こ
と
に
後
ろ
め
た
さ
、
負
い
目
を
感
じ
、
子

を
庇
護
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
に

駆
り
立
て
ら
れ
る
。 

 

代
　
系
統
発
生
の
ほ
う
は
ど
う
な
ん
だ
。 

30年
金
　
人
間
が
他
の
動
物
と
同
じ
よ
う
に
自

然
と
一
体
化
し
て
生
き
て
い
た
人
類
史
の
段

階
を
想
定
す
る
と
、
人
間
と
自
然
の
関
係
は

胎
児
と
母
胎
の
関
係
の
よ
う
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
人
間
が
木
の
実
や
動
物
を
と
っ
て

食
べ
、
排
泄
す
る
動
作
は
、
ま
だ
採
集
や
狩

猟
と
は
言
え
ず
、
母
胎
と
胎
児
が
一
体
と
し

て
繰
り
返
す
代
謝
に
近
い
。
そ
れ
が
可
能

だ
っ
た
の
は
自
然
の
恵
み
が
あ
り
余
る
ほ
ど

潤
沢
だ
っ
た
か
ら
だ
。 

　
だ
が
、
人
口
が
増
え
る
と
、
そ
の
恵
み
に

稀
少
性
が
忍
び
込
む
。
ひ
と
り
の
人
間
が
ひ

と
つ
の
木
の
実
、
１
匹
の
動
物
を
手
に
す
る

こ
と
は
、
他
の
人
間
が
そ
れ
を
手
に
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
に
競
争
関
係
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ

ま
で
何
も
し
な
く
て
も
与
え
ら
れ
て
い
た
栄

養
は
、
自
然
に
働
き
か
け
な
い
と
得
ら
れ
な

く
な
る
。
自
然
が
働
き
か
け
の
対
象
に
な
れ

ば
、
人
間
は
そ
れ
ま
で
一
体
化
し
て
い
た
自

然
か
ら
お
の
ず
と
離
れ
て
い
く
。
胎
児
が
生

誕
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
一
体
だ
っ
た
母
胎

か
ら
離
れ
る
よ
う
に
。 

　
自
然
の
恵
み
を
手
に
で
き
る
か
ど
う
か
は

生
死
を
分
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
を

手
に
し
た
ほ
う
の
人
間
は
、
そ
の
こ
と
に
後

ろ
め
た
さ
、
負
い
目
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら

れ
な
く
な
る
。
そ
れ
が
贈
与
へ
の
衝
動
を
生

む
。
贈
与
と
返
礼
か
ら
成
る
互
酬
制
は
、
初

め
に
贈
与
が
あ
っ
て
、
次
に
そ
れ
に
対
す
る

返
礼
が
続
く
の
で
は
な
い
。
贈
与
は
返
礼
か

ら
始
ま
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

代
　
ジ
イ
さ
ん
の
言
う
と
お
り
だ
と
す
れ

30ば
、
柄
谷
の
交
換
様
式
論
に
は
空
洞
が
あ
る

と
い
う
こ
と
か
。 

年
金
　
た
と
え
ば
交
換
様
式
Ｂ＝

服
従
と
保

護
（
略
取
と
再
分
配
）
の
概
念
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
の
は
、
国
家
の
正
体
は
経
済
だ
と
い

う
結
論
だ
。
で
は
、
な
ぜ
国
家
は
経
済
の
主

体
に
な
り
得
た
の
か
。
そ
の
疑
問
へ
の
答
え

が
そ
こ
に
は
な
い
。
そ
れ
に
応
答
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
吉
本
隆
明
の
よ
う
に
国
家
を
共
同

の
幻
想
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
幻
想
の
力
が

国
家
を
Ｂ
の
担
い
手
た
ら
し
め
た
と
考
え
る

ほ
か
な
い
。 

　
た
だ
し
、
柄
谷
の
交
換
様
式
論
は
、
吉
本

の
幻
想
を
め
ぐ
る
考
察
と
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
く
、
Ａ
は
対
幻
想
と
、
Ｂ
は
共
同
幻
想

と
、
Ｃ
は
個
人
幻
想
と
そ
れ
ぞ
れ
相
補
的
に

対
応
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
吉
本
と
対
立
し
た
柄
谷
は
そ
の
意
味
で

吉
本
の
達
成
の
継
承
者
と
言
っ
て
い
い
。

ニュース日記　880 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

交換の起源


