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真
っ
暗
な
家
の
前
に
た
ど
り
着
い
た
。
助
手
席
か
ら
降
り
る
と
、
車
の
こ
と
は
夫
に
任
せ
、
玄
関
の
鍵

を
開
け
て
中
に
入
る
。
昼
間
の
熱
気
が
家
中
に
籠
っ
て
い
る
の
で
、
一
階
か
ら
二
階
へ
と
窓
を
み
な
開
け

放
つ
。
そ
し
て
、
車
が
車
庫
に
降
ろ
さ
れ
る
と
、
夫
が
Ｊ
Ａ
Ｆ
の
方
と
話
し
て
い
る
間
に
、
降
ろ
せ
る
荷

物
は
ど
ん
ど
ん
玄
関
先
に
運
ん
だ
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
Ｊ
Ａ
Ｆ
の
運
転
手
さ
ん
に
あ
い
さ
つ
を
す
る
や
家

の
中
に
駆
け
こ
み
、
パ
ソ
コ
ン
を
開
い
て
ホ
テ
ル
の
キ
ャ
ン
セ
ル
を
す
る
。
間
に
合
っ
た
。
キ
ャ
ン
セ
ル

料
金
な
し
だ
。 

ひ
と
段
落
つ
き
、
「
今
夜
は
母
さ
ん
も
飲
も
う
よ
」
と
夫
が
言
う
の
で
、
ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
を
開
け

る
。
ま
ず
、
弁
当
を
取
り
出
し
、
次
に
缶
ビ
ー
ル
二
本
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
く
。
缶
ビ
ー
ル
は
、
保
冷

用
に
二
日
前
か
ら
冷
蔵
庫
に
入
れ
て
い
た
し
、
冷
凍
し
て
い
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
一
緒
に
し
て
い
た
か
ら

冷
え
て
い
る
。
二
人
で
乾
杯
し
て
か
ら
弁
当
の
蓋
を
開
け
る
と
、
ご
飯
も
お
か
ず
も
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に

な
っ
て
い
た
。 

車
が
ぶ
つ
か
っ
て
か
ら
五
時
間
余
り
。
暑
く
て
長
い
時
間
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
怪
我
が
な
く
て
何
よ

り
だ
。
「
Ｊ
Ａ
Ｆ
の
人
が
言
っ
て
た
け
ど
、
後
ろ
の
乗
用
車
が
突
っ
込
ん
で
少
し
浮
い
た
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
、
車
が
壊
れ
た
割
に
身
体
へ
の
衝
撃
が
少
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
」
と
夫
が
言
っ
た
。
そ
れ

か
ら
、
「
来
年
、
ま
た
同
じ
コ
ー
ス
を
行
く
か
」
と
続
け
る
。
「
い
や
、
ま
だ
来
年
の
こ
と
は…

」
と
言

葉
を
濁
す
。
今
に
な
っ
て
怖
く
な
っ
て
き
た
の
だ
。
ぶ
つ
か
っ
た
瞬
間
は
何
が
起
き
た
の
か
分
か
ら
な

か
っ
た
。
と
に
か
く
、
夫
に
言
わ
れ
る
が
ま
ま
百
十
番
通
報
し
、
フ
ェ
リ
ー
の
キ
ャ
ン
セ
ル
を
し
、
警
察

が
来
て
か
ら
は
聞
か
れ
る
こ
と
に
答
え
、
あ
と
は
ひ
た
す
ら
迎
え
の
車
を
待
っ
て
い
た
。
そ
う
か
、
浮
い

た
の
か
。
後
ろ
に
た
く
さ
ん
荷
物
を
積
ん
で
い
た
の
も
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
も
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
れ

が
、
つ
い
二
か
月
前
ま
で
乗
っ
て
い
た
軽
乗
用
車
だ
っ
た
ら
こ
ん
な
で
は
済
ま
な
か
っ
た
ろ
う
。 

ふ
と
、
三
十
年
近
く
前
の
光
景
が
浮
か
ん
で
き
た
。
長
男
と
二
男
を
当
時
使
っ
て
い
た
軽
乗
用
車
の
後

部
座
席
に
乗
せ
、
信
号
待
ち
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
車
が
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
の
だ
。
ル
ー
ム
ミ
ラ
ー
で
、

後
ろ
の
車
の
運
転
手
が
助
手
席
を
向
い
て
い
る
の
が
見
え
た
。
ス
ピ
ー
ド
が
落
ち
て
い
た
か
ら
二
人
の
息

子
に
怪
我
は
な
か
っ
た
け
ど
、
今
回
の
よ
う
な
ぶ
つ
か
り
方
だ
っ
た
ら
と
思
う
と
ぞ
っ
と
す
る
。 

「
じ
ゃ
あ
、
義
一
の
と
こ
に
で
も
行
く
か
」
と
夫
は
言
う
が
、
し
ば
ら
く
は
高
速
道
路
を
走
り
た
く
な
い
。
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来

年
秋
に
始
ま
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
が
『
ば
け
ば
け
』
に

決
ま
っ
た
。
最
初
に
聞
い
た
と
き
は
、
ま
た
水
木
し
げ

る
？
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
モ
デ
ル
は
小
泉
セ
ツ
。
小
泉
八
雲

は
、
お
ば
け
と
い
う
よ
り
幽
霊
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
が
、
き
っ

と
さ
ま
ざ
ま
な
「
ば
け
る
」
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
。
折
し
も
、
今
年
は
小
泉
八
雲
が
代
表
作
の
『
怪
談
』
を
出

版
し
て
百
二
十
年
に
あ
た
る
。
そ
れ
を
記
念
し
て
、
松
江
市
が

様
々
な
企
画
を
考
え
て
い
る
。
市
民
の
企
画
参
加
も
求
め
て
い

て
、
最
高
三
十
万
円
の
補
助
金
を
出
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
熱
の

入
れ
よ
う
だ
。 

　
前
に
も
書
い
た
が
、
小
泉
八
雲
を
子
ど
も
た
ち
に
語
っ
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
の
は
、
落
語
教
室
開
設
以
来
の
願
い
だ
っ
た

の
で
、
こ
の
流
れ
に
乗
ら
な
い
手
は
な
い
と
考
え
た
。
ど
っ
ち

み
ち
や
る
の
だ
か
ら
補
助
金
は
関
係
な
い
が
、
も
ら
え
る
の
な

ら
や
れ
る
こ
と
も
広
が
る
か
ら
、
申
請
し
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
一
つ
気
が
か
り
な
の
が
、
要
項
に
交
付
の
対
象
外
と
挙
げ

て
あ
る
「
営
利
を
主
た
る
目
的
と
し
た
者
」
の
項
目
。
超
零
細

企
業
体
の
我
が
塾
も
ひ
ょ
っ
と
し
て
こ
れ
に
相
当
す
る
の
か

と
、
念
の
た
め
市
に
聞
い
て
み
た
。
数
日
し
て
届
い
た
回
答
に

は
、
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
残
念

な
が
ら
、
貴
塾
は
、
営
利
を
主
た
る
目
的
と
し
た
者
に
あ
た
る

と
判
断
し
ま
し
た
。
」
と
あ
っ
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
わ
ざ
わ

ざ
見
て
く
れ
た
ん
だ
と
ち
ょ
っ
と
感
謝
し
た
の
と
同
時
に
、
ほ

ほ
う
、
う
ち
の
塾
も
そ
う
見
ら
れ
る
の
だ
と
何
や
ら
お
か
し

か
っ
た
。
実
態
に
応
じ
て
の
判
断
な
ぞ
し
て
い
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
ら
仕
方
な
い
。 

　
補
助
金
は
袖
に
さ
れ
た
が
、
代
わ
り
に
い
く
つ
か
有
益
な
情

報
を
く
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
百
二
十
年
記
念
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク

で
、
使
用
許
可
を
申
請
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

チ
ラ
シ
に
使
え
る
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
が
実
に
か
っ
こ
い
い

の
で
申
請
し
て
み
た
ら
、
二
日
ほ
ど
し
て
松
江
観
光
協
会
事
務

局
長
の
判
子
が
押
さ
れ
た
承
認
書
が
送
ら
れ
て
き
た
。
す
ぐ
に

そ
れ
を
入
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ス
ラ
イ
ド
と
チ
ラ
シ
を
作
っ

た
。
補
助
金
も
ら
っ
て
や
や
こ
し
い
報
告
書
を
作
る
手
間
を
考

え
る
と
、
こ
れ
で
十
分
だ
と
思
っ
た
。 

　
子
ど
も
た
ち
の
何
人
か
に
は
、
す
で
に
そ
の
子
に
合
い
そ
う

な
怪
談
を
渡
し
て
い
る
。 

「
う
ち
の
子
、
夜
一
人
で
ト
イ
レ
に
も
行
け
な
い
ん
で
す
が
、

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
し
ょ
う
か
」 

と
心
配
さ
れ
た
保
護
者
も
あ
っ
た
が
、
ぼ
く
自
身
が
そ
う
い
う

子
で
あ
っ
た
と
同
時
に
無
類
の
怪
談
好
き
で
あ
る
か
ら
、 

「
も
ち
ろ
ん
で
す
。
語
る
側
が
怖
が
っ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い

る
方
は
怖
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」 

と
根
拠
に
乏
し
い
論
旨
で
煙
に
巻
い
た
。
無
理
強
い
す
る
つ
も

り
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
ど
う
や
ら
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
き
た

子
が
い
る
よ
う
だ
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
経
団
連
が
選
択
的
夫
婦

30別
姓
制
度
の
早
期
導
入
を
政
府
に
求
め
る
提

言
を
公
表
し
た
（
６
月 

日
朝
日
新
聞
デ
ジ

10

タ
ル
）
。 

年
金
生
活
者
　
夫
婦
同
姓
の
強
制
が
資
本
主

義
の
足
か
せ
と
し
て
作
用
す
る
度
合
い
が
強

ま
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
だ
。
資
本
主
義
的

な
合
理
性
が
「
良
き
習
わ
し
」
を
壊
す
こ
と

を
嫌
が
る
保
守
派
は
い
っ
そ
う
導
入
反
対
の

姿
勢
を
強
め
る
だ
ろ
う
。 

　
興
隆
期
の
資
本
主
義
、
第
２
次
産
業
を
牽

引
車
と
し
た
産
業
資
本
主
義
は
、
自
由
で
平

等
な
労
働
力
を
利
潤
の
源
泉
と
し
て
発
展
し

た
。
自
由
と
は
自
由
な
売
買
、
つ
ま
り
交
換

可
能
性
を
、
平
等
は
性
差
や
出
自
を
捨
象
し

た
均
質
性
を
意
味
す
る
。
資
本
主
義
は
今
で

言
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
必
要
と
す
る
特
性

を
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
。 

　
夫
婦
同
姓
の
強
制
は
事
実
上
、
女
性
差
別

に
つ
な
が
る
の
で
、
資
本
主
義
の
求
め
る
労

働
力
の
交
換
可
能
性
と
均
質
性
に
反
す
る
。

女
性
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
姓
の
変
更
や
旧
姓

の
通
称
使
用
に
と
も
な
う
非
効
率
、
ト
ラ
ブ

ル
の
発
生
、
制
約
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
労

働
市
場
へ
の
参
入
障
壁
と
し
て
作
用
す
る
。

労
働
力
を
買
い
た
た
き
た
く
て
常
に
そ
の
供

給
過
剰
を
望
ん
で
い
る
資
本
に
と
っ
て
そ
れ

は
不
都
合
な
こ
と
だ
。
少
子
高
齢
化
の
進
行

が
、
人
手
不
足
を
深
刻
化
さ
せ
、
そ
の
不
都

合
を
放
置
で
き
な
い
ま
で
に
な
っ
た
こ
と

が
、
経
団
連
を
「
提
言
」
に
踏
み
切
ら
せ
た

と
動
機
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

代
　
保
守
派
か
ら
見
れ
ば
、
経
団
連
は
金

30も
う
け
の
た
め
に
「
家
族
の
一
体
性
」
を
壊

そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

年
金
　
夫
婦
同
姓
は
明
治
維
新
よ
り
前
に
は

な
か
っ
た
「
近
代
的
」
な
制
度
な
の
に
、
保

守
派
が
そ
の
護
持
に
固
執
す
る
の
は
、
そ
れ

が
江
戸
時
代
ま
で
の
家
族
の
「
伝
統
」
を
い

わ
ば
濃
縮
し
、
体
系
化
し
た
も
の
だ
か
ら

だ
。 

　
そ
の
「
伝
統
」
と
は
、
人
間
を
個
人
単
位

で
は
な
く
、
家
単
位
で
扱
う
こ
と
を
指
す
。

江
戸
時
代
ま
で
武
士
は
夫
婦
別
姓
、
百
姓
や

町
人
は
姓
が
な
か
っ
た
が
、
人
は
み
な
家
単

位
で
扱
わ
れ
、
「
家
族
の
一
体
性
」
が
貫
か

れ
て
い
た
。
明
治
に
な
っ
て
、
み
な
が
等
し

く
姓
を
持
つ
よ
う
に
し
た
と
き
、
そ
の
「
伝

統
」
を
近
代
的
な
法
の
言
葉
で
表
し
た
の
が

夫
婦
同
姓
制
度
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
明
治
国
家
は
列
強
に
伍
し
て
自
ら
を
主
権

国
家
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
、
米
欧
並
み

の
法
体
系
の
導
入
を
迫
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は

国
民
の
平
等
が
前
提
と
な
る
。
で
な
い
と
、

徴
兵
制
を
敷
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
国
民
全

員
に
等
し
く
姓
を
名
乗
ら
せ
る
こ
と
に
し
た

の
も
、
そ
う
し
た
「
近
代
化
」
の
一
環
だ
っ

た
。
そ
の
中
に
家
族
一
体
の
「
伝
統
」
を
埋

め
込
ん
だ
の
が
夫
婦
同
姓
を
強
制
す
る
民
法

だ
っ
た
。 

 

代
　
自
民
党
政
府
は
経
団
連
の
提
言
を
受

30け
入
れ
る
だ
ろ
う
か
。 

年
金
　
保
守
派
が
守
ろ
う
と
す
る
の
は
、
存

続
の
危
う
く
な
っ
た
伝
統
だ
。
そ
れ
を
守
る

こ
と
が
保
守
派
の
存
在
理
由
と
な
る
。
西
欧

の
保
守
主
義
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
危

機
に
瀕
し
た
伝
統
を
守
ろ
う
と
し
て
生
ま
れ

た
。
日
本
の
保
守
派
に
と
っ
て
、
夫
婦
同
姓

制
度
は
危
機
に
瀕
し
た
、
守
る
べ
き
対
象
の

典
型
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

　
夫
婦
同
姓
制
度
の
存
続
は
経
団
連
に
と
っ

て
不
都
合
な
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
自
ら
の

存
在
理
由
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

に
対
し
、
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
は
保
守
派

の
存
在
理
由
を
脅
か
す
だ
け
な
く
、
自
民
党

の
権
力
の
源
泉
の
ひ
と
つ
を
涸
ら
す
恐
れ
が

あ
る
。
こ
の
党
が
経
団
連
の
提
言
を
受
け
入

れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

代
　
現
在
の
世
界
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を

30め
ぐ
る
考
え
の
違
い
が
、
格
差
や
貧
困
の
問

題
以
上
に
左
右
の
対
立
を
先
鋭
化
さ
せ
て
い

る
。 

年
金
　
初
め
に
言
っ
た
よ
う
に
、
第
２
次
産

業
を
牽
引
車
と
す
る
産
業
資
本
主
義
は
、
性

差
を
捨
象
す
る
均
質
な
労
働
力
を
利
潤
の
源

泉
と
し
て
発
展
し
た
。
そ
の
意
味
で
資
本
主

義
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
寄
与
し
て
き
た
と

言
え
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
不
平
等
を
残

し
、
と
き
に
は
そ
れ
を
助
長
し
た
。
そ
の
直

接
の
理
由
は
、
第
２
次
産
業
の
労
働
が
筋
力

に
依
存
す
る
特
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
れ
は
農
業
労
働
よ
り
も
き
わ
だ
っ
て

お
り
、
筋
力
で
女
性
よ
り
ま
さ
る
男
性
は
労

働
力
と
し
て
優
遇
さ
れ
た
。 

　
だ
が
、
資
本
主
義
が
第
３
次
産
業
を
牽
引

車
と
す
る
ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
の
段
階
に

移
る
と
、
労
働
に
お
け
る
筋
力
の
優
位
性
は

消
失
し
、
男
性
を
優
遇
す
る
理
由
は
な
く

な
っ
た
。
し
か
し
、
女
性
の
労
働
力
に
対
す

る
低
評
価
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
て
定
着

し
た
。 

　
そ
れ
に
対
し
て
、
女
性
へ
の
差
別
の
撤
廃

を
求
め
る
声
が
左
派
、
リ
ベ
ラ
ル
派
か
ら
だ

け
で
な
く
、
資
本
の
側
か
ら
も
あ
が
る
よ
う

に
な
っ
た
。
資
本
主
義
は
性
に
よ
る
差
別
を

残
ら
ず
な
く
す
こ
と
を
要
求
す
る
段
階
に
ま

で
発
展
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
右

派
、
保
守
派
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
資
本
主
義

が
最
後
に
残
し
た
「
良
き
習
わ
し
」
の
破
壊

を
意
味
す
る
。
彼
ら
が
選
択
的
夫
婦
別
姓
の

導
入
に
執
拗
に
抵
抗
す
る
理
由
が
そ
こ
に
あ

る
。 

 

代
　
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
２
０
２
４

30年
版
「
世
界
男
女
格
差
報
告
書
」
に
よ
る

と
、
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は

１
４
６
カ
国
中
１
１
８
位
で
、
Ｇ
７
で
最
下

位
だ
。 

年
金
　
性
は
差
異
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
男

性
性
と
女
性
性
の
差
異
だ
。 

母
と
一
体
だ
っ
た
胎
児
は
、
こ
の
世
界
に

生
ま
れ
落
ち
た
と
き
、
母
と
は
異
な
る
個
体

の
乳
児
と
な
り
、
差
異
を
背
負
わ
さ
れ
る
。

そ
の
解
消
、
す
な
わ
ち
母
胎
の
楽
園
へ
の
帰

還
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
消
え
な
い
願
望
と
な

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
か
な
う
こ
と
の
な
い

願
望
で
あ
り
、
そ
れ
を
代
替
す
る
の
が
性
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
性
が
差
別
を
誘
い
や
す
い

の
は
、
そ
の
本
質
が
差
異
に
あ
る
か
ら
だ
。

公
私
の
分
離
が
今
な
お
あ
い
ま
い
な
日
本
で

は
、
差
異
と
差
別
の
境
界
も
ま
た
あ
い
ま
い

に
な
る
。
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性と差別


