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文
豪
小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
）
は
、
松
江
で
の
一
年
三
ヶ
月
に
わ
た
る
暮
ら
し
の

な
か
で
、
当
時
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
古
き
良
き
日
本
の
面
影
を
見
い
出
し
、
美
し
い
文
章
に
載
せ
て

全
世
界
に
紹
介
し
ま
し
た
。
松
江
市
で
は
、
現
在
の
「
国
際
文
化
観
光
都
市
・
松
江
」
の
礎
を
築
い

た
小
泉
八
雲
の
顕
彰
を
目
的
と
す
る
様
々
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
六
十
一
年
か
ら
毎
年
行
っ
て
い
る
「
小
泉
八
雲
を
よ
む 

感
想
文
、
作

詞
・
詩
募
集
」
も
今
年
で
三
十
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
も
、
感
想
文
二
十
一
点
、
作
詞
・
詩
六

点
、
合
計
二
十
七
点
の
力
作
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
作
品
集
で
は
、
応
募
作
品
の
う
ち
優
秀
賞
及
び
優
良
賞
を
受
賞
し
た
八
点
の
作
品
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
多
く
の
皆
様
に
こ
の
作
品
集
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
小
泉
八
雲
を
身
近
に
感
じ
る
契

機
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
ご
応
募
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
を
は
じ
め
、
こ
の
事
業
に
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
し
た
皆
様
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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小
学
生
の
部

〈
優
秀
賞
〉

心
の
や
み
を
あ
ぶ
り
出
す

松
江
市
立
八
雲
小
学
校
五
年   

石
　
倉
　
　
　
要

安
土
か
ら
の
帰
路
、
ぼ
く
は
飛
行
機
に
乗
り
こ
ん
だ
。
座
席
に
つ
い
た
ぼ
く

は
、
お
盆
前
に
送
ら
れ
て
き
た
「
雪
女
夏
の
日
の
夢
」
を
取
り
出
し
、
と
び
ら

に
筆
で
書
か
れ
た
「
石
倉
要
君
・
二
〇
一
五
年
～
ス
ー
パ
ー
へ
る
ん
講
座
～
小

泉
凡
」
の
文
字
を
指
で
な
ぞ
っ
た
。
中
央
に
は
、
八
雲
の
さ
ぎ
の
紋
が
あ
ざ
や

か
な
朱
色
で
お
さ
れ
て
い
る
。
ぼ
く
は
、
夏
休
み
前
半
、「
八
雲
の
感
性
を
通

じ
松
江
や
日
本
文
化
を
再
発
見
す
る
講
座
」
に
参
加
し
た
。
凡
先
生
と
八
雲
ゆ

か
り
の
地
を
め
ぐ
り
、
八
雲
が
心
の
目
で
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
作
品
に
し
た
こ

と
を
学
ん
だ
。
こ
の
本
は
、
参
加
記
念
と
し
て
送
ら
れ
、
中
で
も
何
度
も
読
み

返
し
た
の
は
「
果
心
居
士
」
の
話
だ
っ
た
。

こ
の
話
は
、
京
都
で
不
思
議
な
か
け
物
を
も
つ
果
心
居
士
と
そ
れ
を
ほ
し
が

る
信
長
や
家
臣
、
天
下
人
に
な
っ
た
光
秀
の
お
も
て
な
し
の
様
子
が
書
か
れ
て

い
る
。
信
長
と
そ
の
家
臣
は
か
け
物
の
見
事
さ
に
心
を
う
ば
わ
れ
た
が
、
果
心

居
士
を
見
下
し
て
い
た
の
で
、
果
心
居
士
を
殺
し
、
か
け
物
を
う
ば
っ
た
。
す

る
と
、
か
け
物
か
ら
な
ぜ
か
見
事
な
絵
が
消
え
白
紙
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
果

心
居
士
は
何
度
も
殺
さ
れ
て
は
よ
み
が
え
り
、
よ
く
深
さ
を
こ
ら
し
め
る
と
い

う
不
思
議
な
こ
と
が
起
き
る
。
ぼ
く
は
、
安
土
で
見
た
城
の
も
型
を
思
い
出
し

た
。
天
守
の
全
体
が
金
で
お
お
わ
れ
、
光
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
人
々
は
信

長
の
力
に
圧
と
う
さ
れ
、
天
下
一
と
信
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ぼ
く
は
、
富
と

力
を
見
せ
つ
け
て
い
る
信
長
に
対
し
、
決
し
て
自
分
に
負
け
な
い
強
い
心
と
力

を
も
っ
た
果
心
居
士
は
、
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
を
教
え
る
仙
人
の
よ
う

な
存
在
だ
と
思
っ
た
。

最
後
に
果
心
居
士
が
現
れ
た
の
は
、
光
秀
が
十
二
日
間
天
下
を
取
っ
た
頃

だ
。
果
心
居
士
は
、
光
秀
に
客
人
と
し
て
も
て
な
さ
れ
、
た
る
が
空
に
な
る
ほ

ど
酒
を
飲
ん
だ
。
満
足
し
た
果
心
居
士
は
、
お
礼
と
し
て
び
ょ
う
ぶ
の
中
の
小

舟
を
呼
び
寄
せ
て
み
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
乗
っ
て
日
本
を
去
っ
て
し
ま
っ

た
。
心
の
貧
し
さ
を
き
ら
い
、
学
識
や
人
格
の
あ
る
「
君
子
」
を
求
め
て
い
た

果
心
居
士
は
、
光
秀
の
中
に
「
君
子
」
の
心
い
き
を
見
つ
け
、
日
本
の
将
来
に

安
心
し
て
成
仏
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
果
心
居
士
は
、
人
間
の
欲
は
計

り
知
れ
ず
、
制
ぎ
ょ
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
自
分
自
身
を
高
め
、
他
人
や

自
分
を
幸
せ
に
す
る
心
が
世
の
中
を
よ
く
で
き
る
と
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

八
雲
は
、
心
の
目
で
果
心
居
士
と
人
間
の
欲
望
や
や
み
を
見
つ
め
た
。
そ
し

て
、
果
心
居
士
の
強
い
意
志
を
物
語
に
し
た
の
だ
。

ぼ
く
の
心
の
目
の
中
に
、
炎
の
中
の
安
土
城
の
天
守
が
う
か
ん
で
き
た
。
そ

の
炎
に
心
の
や
み
を
あ
ぶ
り
出
す
よ
う
な
は
げ
し
さ
を
感
じ
た
。
現
代
を
生
き

る
ぼ
く
達
も
富
や
力
の
よ
く
望
に
負
け
て
は
い
け
な
い
。
飛
行
機
か
ら
見
え
る

－1－



夕
や
み
の
宍
道
湖
に
、
果
心
居
士
が
現
れ
そ
う
な
気
配
を
感
じ
た
。
ぼ
く
は
、

そ
っ
と
問
い
か
け
た
。「
あ
な
た
は
、
今
ど
こ
に
い
ま
す
か
。」
果
心
居
士
は

言
っ
た
。「
君
の
、
心
の
中
。」

今
度
、
凡
先
生
に
会
っ
た
ら
、
八
雲
と
果
心
居
士
の
世
界
に
ぼ
く
が
入
れ
た

こ
と
を
伝
え
て
み
よ
う
。

〈
優
良
賞
〉

雪
は
、
人
間
で
す
。

　

小
泉
八
雲
は
、
日
本
人
で
す
。

東
京
都
豊
島
区
立
仰
高
小
学
校
四
年   
山
　
田
　
夏
　
帆

私
は
、「
雪
女
」
を
何
回
も
読
ん
で
い
ま
す
。
一
番
最
初
に
読
ん
だ
と
き
、

こ
わ
く
て
、
何
回
も
本
を
と
じ
ま
し
た
。
で
も
、
何
だ
か
読
み
た
く
な
っ
て
、

そ
っ
と
本
を
ひ
ら
い
て
、
こ
わ
か
っ
た
所
か
ら
読
み
ま
す
。
二
回
目
読
ん
だ

ら
少
し
こ
わ
く
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ま
た
読
ん
で
い
た
ら
、

「
そ
れ
は
、
わ
た
し
じ
ゃ
。
…
…
こ
の
私
じ
ゃ
。
お
雪
じ
ゃ
。
あ
の
と
き
、
ひ

と
こ
と
で
も
し
ゃ
べ
れ
ば
命
を
と
る
と
、
た
し
か
に
言
っ
て
お
い
た
。
じ
ゃ
が

の
、
あ
す
こ
に
寝
て
い
る
子
ど
も
の
こ
と
を
思
う
と
、
今
と
な
っ
て
は
、
そ
な

た
の
命
を
も
ら
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
こ
う
な
っ
た
か
ら
に
は
、
せ
め
て
子
ど
も

を
大
切
に
、
だ
い
じ
に
育
て
て
く
だ
さ
れ
や
。
子
ど
も
に
も
し
つ
ら
い
思
い
を

さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
報
い
は
、
き
っ
と
こ
の
私
が
し
ま
す

ぞ
。」
の
場
面
が
こ
わ
く
て
、
ま
た
、
本
を
と
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
で

は
、「
雪
女
」
を
最
後
ま
で
、
よ
め
ま
せ
ん
。
心
を
お
ち
つ
け
、
が
ん
ば
っ
て

本
を
ひ
ら
い
て
よ
み
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
雪
女
の
気
持
ち
が
分
か
り
ま
し

た
。
も
し
、
雪
と
巳
之
吉
が
ま
た
一
緒
に
く
ら
し
て
い
た
ら
、
巳
之
吉
が
み
ん

な
に
ば
ら
し
て
、
子
ど
も
が
い
じ
め
に
あ
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
父

親
の
命
を
と
る
い
み
が
、
雪
は
人
間
じ
ゃ
な
い
の
で
、
あ
ま
り
分
か
っ
て
な

か
っ
た
の
か
な
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
雪
は
命
を
と
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
雪
は
こ
こ
で
、
人
間
に
な
っ
た
の
で
す
。

今
年
に
な
っ
て
、
ま
た
「
雪
女
」
を
読
み
ま
し
た
。
前
、
読
ん
で
か
ら
一
年

た
っ
て
い
ま
す
。
ふ
し
ぎ
な
事
に
、
こ
わ
く
な
く
な
り
ま
し
た
。
気
に
な
っ
た

事
が
出
て
き
ま
し
た
。
雪
が
い
な
く
な
っ
た
あ
と
、
雪
女
の
気
持
ち
は
、
分
か

る
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
う
や
っ
て
く
ら
し
て
い
っ
た
の
か
ぎ
も
ん

が
わ
い
て
き
ま
し
た
。
十
人
い
る
の
で
、
一
番
上
の
子
は
、
十
才
以
下
で
は
、

あ
り
ま
せ
ん
。
私
と
弟
の
よ
う
に
ふ
た
ご
が
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
急
に

お
母
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
て
、
お
父
さ
ん
と
子
ど
も
達
は
、
ど
う
い
う
ふ
う

に
、
く
ら
し
た
の
か
気
に
な
り
ま
し
た
。「
お
な
か
す
い
た
ぁ
～
」「
洋
服
な
に

着
る
の
ぉ
～
」「
遊
び
た
い
よ
ぉ
～
」
な
ど
い
っ
て
、
大
さ
わ
ぎ
で
す
。
で
も
、

時
が
た
っ
て
子
ど
も
達
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
上
の
子
が
下
の
子
の
め
ん
ど
う

を
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
か
ぜ
を
ひ
い
た
時
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ

と
う
つ
っ
て
家
の
中
が
、「
か
ぜ
ハ
ウ
ス
」
じ
ょ
う
た
い
に
な
り
ま
す
。
も
っ

－2－



と
時
が
た
っ
て
親
の
気
持
ち
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
子
ど
も
達
は
、
お

じ
い
ち
ゃ
ん
に
な
っ
た
、
巳
之
吉
を
、
い
た
わ
る
子
ど
も
達
に
な
っ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
は
「
お
母
さ
ん
」
が
出
て
き
ま
せ
ん
。
か
な
し
い
事
で

す
。
私
は
、
い
つ
も
心
の
中
は
、
お
母
さ
ん
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
日
本
の
子
ど

も
達
は
、
お
母
さ
ん
が
大
好
き
で
す
。
そ
の
、
お
母
さ
ん
が
、
い
な
く
な
る
か

ら
、
こ
の
お
話
は
、
こ
わ
く
て
か
な
し
く
、
つ
ら
い
話
に
な
る
の
で
す
。

小
泉
八
雲
は
、
日
本
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
話
を
か
く
と
き
、
日
本
人

の
気
持
ち
に
な
っ
て
か
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
小
泉
八
雲
は
、
こ
れ
を
か

い
て
日
本
人
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

中
学
生
の
部

〈
優
秀
賞
〉

小
泉
八
雲
を
よ
む
～
耳
な
し
芳
一
～

学
習
院
女
子
中
等
科
（
東
京
都
）
一
年   

前
　
田
　
は
る
か

私
は
、
夏
休
み
に
耳
な
し
芳
一
を
読
み
ま
し
た
。「
耳
な
し
芳
一
」
と
い
う

題
名
を
見
た
時
、
な
ぜ
耳
な
し
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
読
み
進
め
る

と
、
目
が
全
く
見
え
ず
、
法
師
と
し
て
寺
に
住
む
芳
一
と
で
て
き
ま
し
た
。

私
は
、
目
が
見
え
な
い
よ
う
に
耳
も
聴
こ
え
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

し
た
。

和
尚
が
い
な
い
夜
、
い
き
な
り
「
さ
む
ら
い
」
と
い
う
人
物
が
で
て
き
ま
し

た
。
私
は
、
本
に
書
い
て
あ
る
さ
む
ら
い
の
声
に
息
を
飲
み
ま
し
た
。
私
は
想

像
し
た
の
で
す
。

蒸
し
暑
い
夜
、
時
々
冷
た
い
風
が
琵
琶
を
通
り
手
に
当
た
る
。
和
尚
が
い
な

い
さ
び
し
い
、
か
な
し
い
夜
。
重
い
足
音
が
近
付
い
て
く
る
音
、
地
面
が
鳴
る

音
。
芳
一
に
い
っ
き
に
恐
怖
が
お
そ
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分

に
話
し
か
け
る
ず
ぶ
と
い
声
。
そ
の
上
、
目
が
見
え
な
い
。

私
は
、
思
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
想
像
を
さ
せ
る
の
が
小
泉
八
雲
と
い
う

人
で
は
な
い
か
と
。

そ
の
後
芳
一
は
そ
の
男
に
連
れ
ら
れ
お
屋
敷
に
行
き
、
琵
琶
を
弾
い
て
ほ
し

い
と
誰
か
え
ら
い
人
に
言
わ
れ
、
琵
琶
を
弾
く
事
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

次
の
日
も
そ
の
次
の
日
も
同
じ
事
が
続
き
ま
し
た
。

私
は
、
芳
一
は
幸
せ
を
つ
か
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

幸
せ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
芳
一
が
毎
晩
出
か
け
る
事
を
知
っ
た
和
尚
は
芳

一
に
聞
き
ま
す
が
、
芳
一
は
口
止
め
を
さ
れ
て
い
て
喋
り
ま
せ
ん
。
和
尚
は
、

下
男
た
ち
に
芳
一
の
後
を
つ
け
さ
せ
ま
し
た
。

す
る
と
、
そ
こ
に
は
平
家
と
源
氏
の
争
い
に
関
わ
る
安
徳
天
皇
の
御
陵
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
人
芳
一
は
琵
琶
を
弾
い
て
い
て
周
り
に
は
亡
者
の
炎
が

青
白
く
燃
え
て
い
ま
し
た
。

私
は
、
こ
こ
で
そ
う
い
う
事
だ
っ
た
の
か
と
思
い
ま
し
た
。
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下
男
は
す
ぐ
に
和
尚
に
そ
れ
を
知
ら
せ
、
和
尚
は
実
際
に
起
き
て
い
る
事
を

芳
一
に
知
ら
せ
ま
し
た
。

私
は
、「
も
う
安
心
だ
」
と
思
っ
た
の
も
束
の
間
、
問
題
の
“
今
晩
”
が

あ
っ
た
の
で
す
。

用
事
の
あ
っ
た
和
尚
は
芳
一
の
全
身
に
亡
者
か
ら
身
を
守
る
お
経
を
書
い
て

出
か
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、“
今
晩
”
が
く
る
と
芳
一
は
和
尚
の
言
う
通
り
に

動
か
ず
、
さ
む
ら
い
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。
耳
に
だ
け
お
経
が
書
か
れ
て
い
な

か
っ
た
な
ど
と
思
い
も
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
想
像
す
る
だ
け
で
も
体
が
こ

わ
ば
り
ま
す
。

小
泉
八
雲
は
外
国
人
と
し
て
日
本
に
来
た
け
れ
ど
も
日
本
人
の
心
の
中
を
知

る
人
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

私
は
、
今
回
耳
な
し
芳
一
を
読
ん
で
芳
一
、
和
尚
、
亡
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
胸
が
痛
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
必
死
で
し
た
。
芳
一
は
こ
の
必
死

さ
と
亡
者
の
思
い
を
通
し
て
、
世
に
名
高
い
琵
琶
奏
者
に
な
り
ま
し
た
。

演
奏
に
は
毎
回
相
当
な
疲
れ
が
伴
っ
た
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
色
々
な
思

い
を
抱
い
て
い
る
芳
一
は
、
演
奏
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

私
に
も
こ
の
先
、
そ
こ
ま
で
打
ち
こ
め
る
何
か
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
か
と
思

い
ま
し
た
。
八
雲
の
細
や
か
な
観
察
や
人
を
思
う
気
持
ち
な
ど
を
頭
に
置
い
て

生
活
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

〈
優
良
賞
〉

「
雪
女
」
を
読
ん
で

松
江
市
立
湖
北
中
学
校
二
年   

落
　
合
　
乃
々
葉

私
は
、
こ
の
作
品
を
昨
年
も
読
み
ま
し
た
。

何
度
も
、
何
度
も
読
み
返
す
こ
と
で
よ
り
深
入
り
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
と
い
う
の
は
、
昨
年
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
時
と
、
今
も
う
一
度
読
ん
だ
時

と
で
は
、
違
っ
た
感
想
を
持
っ
た
か
ら
で
す
。

今
回
は
“
作
者
が
最
終
的
に
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
何
か
”
と
い
う
こ
と
に

視
点
を
置
い
て
、
作
品
を
読
み
ま
し
た
。

私
が
、
こ
の
作
品
の
中
で
と
て
も
ド
キ
ド
キ
し
た
場
面
は
、
巳
之
吉
が
お
雪

に
、
雪
女
の
話
を
す
る
所
で
す
。

巳
之
吉
が
、

「
十
八
の
年
に
会
っ
た
ふ
し
ぎ
な
出
来
事
を
思
い
出
す
よ
」

と
い
う
と
、
お
雪
は
、
背
中
を
む
け
た
ま
ま
、

「 

そ
の
方
の
お
話
を
し
て
下
さ
い
な
。
あ
な
た
、
ど
こ
で
、
そ
の
方
を
ご
ら
ん

に
な
り
ま
し
た
の
」

と
巳
之
吉
に
言
い
ま
す
。

で
も
、
私
は
あ
の
時
、
あ
な
た
、
ぜ
っ
た
い
に
言
わ
な
い
で
お
く
れ
。
と
い

う
お
雪
か
ら
の
最
後
の
忠
告
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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し
か
し
、
巳
之
吉
は
、
あ
っ
さ
り
と
ペ
ラ
ペ
ラ
話
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

昨
年
ま
で
の
私
は
、
こ
こ
で
と
っ
て
も
お
も
し
ろ
い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
読
む
と
、
こ
の
時
お
雪
、
い
や
雪
女
は
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。
今
ま
で
、
お
雪
と
し
て
、
幸
せ
な
家
庭
を
築
き
も
う
言
わ
な
い
な
と
安

心
し
た
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
気
持
ち
を
考
え
る
と
、

と
っ
て
も
悲
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
ば
に
座
っ
て
い
る
巳
之
吉
の
上
へ
身
を
か
が
め
る
よ
う
に
し

て
、
鋭
い
叫
び
声
を
浴
び
せ
か
け
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
巳
之
吉
に
対
し
て
の
信
じ
て
い
た
の
に
、
と
い
う
怒
り
よ
り
も

悲
し
さ
が
強
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

雪
女
の
こ
と
を
話
す
と
命
を
も
ら
う
と
言
っ
て
い
た
雪
女
で
す
が
、
お
雪
と

な
り
十
人
の
子
供
を
持
つ
母
と
な
る
と
、
あ
す
こ
に
寝
て
い
る
子
供
の
こ
と
を

思
い
、
巳
之
吉
の
命
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、

「 

こ
う
な
っ
た
か
ら
に
は
、
せ
め
て
子
供
を
大
切
に
、
だ
い
じ
に
育
て
て
く
だ

さ
れ
や
。
子
供
に
も
し
も
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

そ
の
報
い
は
、
き
っ
と
こ
の
わ
た
し
が
し
ま
す
ぞ
よ
。」

と
い
い
白
く
き
ら
め
く
霧
と
な
り
、
窓
か
ら
出
て
い
き
ま
す
。

雪
女
、
い
や
お
雪
が
最
後
に
こ
の
言
葉
を
選
ん
だ
の
は
、
子
供
達
へ
の
愛
情

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
約
束
を
守
れ
な
か
っ
た
巳
之
吉
で
す
が
、
お
雪
は
、
せ

め
て
も
、
と
最
後
の
願
い
を
巳
之
吉
に
た
く
し
た
の
で
す
。

小
泉
八
雲
が
愛
情
を
込
め
て
作
っ
た
作
品
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
う
感
想
が

持
て
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

小
泉
八
雲
の
本
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
長
い
時
間
日
本
人
に
愛
さ
れ
る
か
と

て
も
不
思
議
で
し
た
。

そ
れ
は
、
た
く
さ
ん
の
愛
だ
と
思
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
登
場
人
物
の
気
持

ち
を
読
者
に
感
じ
と
ら
せ
て
く
れ
る
こ
の
作
品
は
と
て
も
す
ば
ら
し
い
と
思
い

ま
す
。

も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
作
品
を
読
ん
で
い
く
中
で
も
っ
と
小
泉
八
雲
の
こ
と
を

知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

一
般
の
部

〈
優
秀
賞
〉

「
停
車
場
に
て
」
考
：
現
代
を
生
き
る
我
々
が
、

「
父
性
」
を
取
り
戻
す
た
め
の
道
標
と
し
て

静
岡
県
静
岡
市   

高
　
田
　
雄
一
郎

タ
イ
ト
ル
の
穏
や
か
さ
と
は
裏
腹
に
、
福
岡
で
逮
捕
さ
れ
た
凶
悪
犯
人
が
熊

本
駅
に
護
送
さ
れ
る
一
幕
か
ら
始
ま
る
こ
の
作
品
、
読
了
後
に
、
実
際
の
現
場

に
い
た
よ
う
な
臨
場
感
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
停

車
場
で
の
人
物
描
写
と
、
日
本
人
の
「
父
性
」
に
関
す
る
洞
察
に
、
私
自
身
、
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惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
、
ハ
ー
ン
の

強
い
意
志
の
存
在
を
感
じ
た
か
ら
だ
。
で
は
、
そ
の
「
強
い
意
志
」
の
正
体
は

何
か
？

そ
れ
を
探
る
た
め
、
登
場
人
物
の
心
象
風
景
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
考

察
を
試
み
た
。

刑
事
が
、
遺
児
に
示
し
た
「
父
性
」

冒
頭
か
ら
登
場
す
る
、
警
官
を
殺
害
し
た
犯
人
を
護
送
中
の
刑
事
は
、
停
車

場
の
前
で
、
警
官
の
未
亡
人
で
は
な
く
、
遺
児
に
直
接
語
り
か
け
、

「
坊
や
、
こ
の
男
が
四
年
前
お
前
の
お
父
さ
ん
を
殺
し
た
の
だ
よ
」
と
、
犯

人
と
直
接
対
面
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
怯ひ

る

む
遺
児
に
、
刑
事
は
「
よ
く
御
覧
、
こ

れ
は
坊
や
の
勤
め
だ
」
と
、
有
無
を
い
わ
せ
ず
、
犯
人
を
直
視
さ
せ
る
。
そ
れ

に
応
え
る
形
で
遺
児
も
ま
た
、
泣
き
な
が
ら
も
し
っ
か
り
と
彼
の
「
勤
め
」
を

果
た
す
。

刑
事
は
、
大
衆
の
面
前
で
の
遺
児
と
の
対
面
で
、
犯
人
に
自
ら
の
罪
深
さ
を

認
識
さ
せ
る
事
の
他
に
、
遺
児
に
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
？

そ
れ
は
、
彼

な
り
の
方
法
で
、
遺
児
に
「
父
性
」
の
一
端
を
教
示
す
る
事
で
は
な
か
っ
た

か
。
男
子
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
母
親
と
の
心
理
的
な
融
合
状
態
や
支
配
か

ら
脱
し
、
社
会
の
ル
ー
ル
や
掟
を
身
に
着
け
、
現
実
を
直
視
し
つ
つ
、
男
と
し

て
責
任
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
父
親
に
は
そ
れ
を
教
え
、
導
く
役
割

が
あ
る
。
刑
事
は
、
亡
き
父
親
の
代
わ
り
に
そ
の
役
割
を
果
た
す
に
は
、
遺

児
に
父
が
い
な
い
理
由
、
そ
し
て
父
が
い
な
く
と
も
、
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら

ぬ
現
実
を
知
ら
し
め
る
事
が
、「
父
性
」
を
示
す
最
善
の
方
法
と
考
え
、
敢
え

て
、
父
を
殺あ

や

め
た
犯
人
と
対
峙
さ
せ
る
と
い
う
、
遺
児
に
と
っ
て
苛か

烈れ
つ

な
、
男

と
し
て
の
「
勤
め
」（
＝
責
任
）
を
課
し
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
勤

め
」
を
乗
り
越
え
た
事
で
遺
児
の
心
に
刻
み
込
ま
れ
た
「
父
性
」
は
、
彼
が
独

り
で
現
実
社
会
を
強
く
生
き
て
い
く
上
で
の
、
拠
り
所
に
な
り
得
る
事
を
予
感

さ
せ
る
。

犯
人
の
「
父
性
」
の
発
露
と
、
周
囲
へ
の
伝
播

犯
人
は
、
遺
児
と
の
対
面
に
よ
り
、「
御
免
な
あ
、
坊
や
、
許
し
て
く
れ
」

と
、
悔か

い

恨こ
ん

の
情
を
叫
び
、
自
身
の
罪
へ
の
懺ざ
ん

悔げ

と
共
に
、
人
間
性
を
取
り
戻

す
。
犯
人
の
こ
の
改
心
と
覚
悟
は
、
刑
に
服
す
前
の
一
種
の
心
の
カ
タ
ル
シ
ス

で
あ
り
、
そ
の
原
動
力
は
、
犯
人
の
心
の
奥
底
に
宿
る
「
父
性
」
で
あ
る
。
そ

し
て
、
犯
人
が
遺
児
に
示
し
た
「
父
性
」
は
、
犯
人
を
捕
縛
す
る
執
念
の
鬼
と

化
し
て
い
た
刑
事
や
、
日
本
で
一
番
血
の
気
の
多
い
、
こ
の
光
景
を
見
て
い
た

群
衆
の
「
父
性
」
と
共
鳴
し
、
涙
と
い
う
心
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
呼
ん
だ
。

ハ
ー
ン
は
、
水
面
に
物
の
落
ち
た
時
に
広
が
る
波
紋
の
如
く
、
刑
事
、
遺

児
、
犯
人
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
群
衆
へ
「
父
性
」
が
伝
播
し

た
、
そ
の
神
々
し
い
停
車
場
で
の
光
景
に
、
日
本
人
の
心
の
深し

ん

淵え
ん

に
根
付
く
、

「
父
性
」
の
本
質
で
あ
る
子
供
へ
の
無
垢
な
愛
の
情
を
見
た
の
だ
ろ
う
。

ハ
ー
ン
が
「
停
車
場
に
て
」
に
込
め
た
、
彼
自
身
へ
の
思
い

ハ
ー
ン
は
、
日
本
人
の
精
神
世
界
を
、
西
洋
人
特
有
の
偏
見
に
囚
わ
れ
な

い
、
彼
独
特
の
視
点
で
暗
黙
知
か
ら
形
式
知
に
し
て
著
述
し
た
作
品
が
多
い
。

そ
の
中
で
も
、「
停
車
場
に
て
」
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
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本
作
で
日
本
人
の
「
父
性
」
を
読
者
に
語
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
文
章
や
文

脈
か
ら
、
彼
自
身
を
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
な
、
強
い
決
意
を
感
じ
る
か
ら
だ
。

彼
は
、
そ
の
評
伝
か
ら
複
雑
な
家
庭
環
境
で
育
ち
、
実
父
か
ら
は
本
作
品
の

遺
児
と
同
様
、「
父
性
」
を
十
分
に
教
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
伺
え
る
。
そ

の
よ
う
な
生
い
立
ち
の
彼
は
、
本
作
が
発
表
さ
れ
た
年
に
、
長
子
を
授
か
る
に

あ
た
り
、
自
身
の
「
父
性
」
と
は
何
か
と
い
う
、
心
の
葛
藤
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
子
を
持
つ
父
と
な
り
、
家
庭
を
守
る
男
と
し
て
の
責
任
を
前
に
し

て
、
そ
れ
を
全
う
し
な
か
っ
た
実
父
を
反
面
教
師
に
し
て
い
た
彼
は
、
本
作
の

執
筆
過
程
で
、
自
分
の
境
遇
と
遺
児
の
そ
れ
を
重
ね
合
わ
せ
、
登
場
人
物
の
心

象
風
景
を
通
し
て
、
彼
の
視
点
で
日
本
人
が
持
っ
て
い
る
「
父
性
」
を
考
察

し
、
そ
し
て
自
身
の
持
つ
べ
き
「
父
性
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
し
つ
つ
、
父
に

な
る
覚
悟
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
ペ
ン
を
走
ら
せ
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。

私
自
身
、
子
を
持
つ
父
親
と
し
て
、「
父
性
」
と
は
何
か
を
い
つ
も
自
問
自

答
し
て
い
る
。
私
が
「
停
車
場
に
て
」
に
惹
か
れ
た
の
は
、
私
の
問
題
意
識

と
、
こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
ハ
ー
ン
自
身
の
切
実
な
思
い
が
、「
父
性
」
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
共
鳴
し
、
改
め
て
「
父
性
」
と
は
、
そ
の
本
質
と
は
何
か

を
、
私
に
考
え
さ
せ
る
良
い
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

結
び
に
代
え
て

一
般
に
「
父
性
」
は
、
子
と
の
関
係
性
が
生
物
学
的
な
母
性
の
そ
れ
と
異
な

り
、
心
理
的
、
社
会
的
で
あ
り
、
時
代
や
社
会
の
変
化
に
影
響
を
受
け
や
す

い
。
事
実
、
ハ
ー
ン
が
懸
念
し
て
い
た
よ
う
に
、
日
本
は
、
急
激
な
近
代
化
、

産
業
化
の
進
行
に
よ
り
、
利
益
追
求
が
優
先
す
る
社
会
に
変
質
し
た
。
そ
の
結

果
、
父
子
の
接
点
が
脆
弱
と
な
り
、
父
親
の
存
在
感
が
希
薄
化
し
た
現
代
は
、

「
父
性
な
き
時
代
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
我
々
が
、
本
来
の
「
父
性
」
を
取
り
戻
す
た
め

の
道
標
と
し
て
、
ハ
ー
ン
の
「
停
車
場
に
て
」
は
、
時
代
を
超
え
て
読
み
継
が

れ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
。

〈
優
良
賞
〉

戦
後
七
十
周
年
と
小
泉
八
雲

福
岡
県
筑
紫
野
市   

二
　
宮
　
正
　
博

平
成
二
十
七
年
は
日
本
に
と
っ
て
戦
後
七
十
周
年
と
い
う
大
き
な
節
目
の
年

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
歴
史
上
最
大
の
惨
禍
と
な
っ
た
先
の
大
戦
を
振
り

返
り
、
再
び
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
全
国
民
が
平
和
へ
の
思
い
を
新
た

に
す
る
年
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

国
も
現
在
の
日
本
の
平
和
の
礎
と
な
っ
た
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
弔
意
の

意
を
表
し
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
を
今
年
度
も
支
給
す
る

こ
と
を
国
会
で
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
没
者
等
の
遺
族
へ
の
給
付
金

は
戦
争
の
悲
劇
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
々
の
存
在
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
父
母
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等
に
対
す
る
給
付
金
は
、
子
や
孫
を
亡
く
し
子
孫
が
絶
え
た
寂せ
き
り
ょ
う寥感

や
孤
独
感

に
包
ま
れ
て
生
き
る
人
々
。
妻
に
対
す
る
給
付
金
は
、
一
心
同
体
で
あ
る
夫

を
失
っ
た
だ
け
で
な
く
生
計
の
中
心
者
を
失
い
経
済
的
困
難
に
見
舞
わ
れ
た

人
々
。
戦
後
は
七
十
年
を
経
た
今
も
未
だ
終
っ
て
い
な
い
こ
と
を
特
別
弔
慰
金

は
示
し
て
い
る
。
日
韓
関
係
に
軋あ

つ

轢れ
き

を
生
じ
さ
せ
た
従
軍
慰
安
婦
の
問
題
も
戦

争
が
招
い
た
悲
劇
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
日
本
史
上
最
大
の
悲
劇
を
百
二
十
年
前
に
予
見
し
た
人
が
居

る
。
他
な
ら
ぬ
小
泉
八
雲
だ
。
彼
は
日
清
戦
争
の
勝
利
で
日
本
全
国
が
沸
き
立

つ
中
で
、
一
八
九
五
年
五
月
五
日
に
『
戦
後
に
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
き
記

し
て
い
る
。

『
日
本
帝
国
の
軍
事
的
復
活

―
そ
れ
が
新
日
本
の
真
の
誕
生
な
の
だ

―

は
日
清
戦
争
の
勝
利
と
共
に
始
っ
た
。
戦
争
は
終
り
、
将
来
は
曇
っ
て
暗
い
け

れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
大
き
な
希
望
を
約
束
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
れ
に
、

今
度
の
戦
争
よ
り
も
さ
ら
に
雄
志
を
の
ば
し
て
、
も
っ
と
ず
っ
と
永
続
す
る
成

果
を
あ
げ
る
た
め
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
難
関
が
前
途
に
横
た
わ
ろ
う
と
も
、
日
本

は
も
は
や
危
惧
し
た
り
逡

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
巡
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
し
か

し
日
本
に
と
っ
て
の
将
来
の
危
険
は
ま
さ
に
こ
の
途
方
も
な
く
大
き
な
自
信
の

中
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。』

確
か
に
日
本
は
こ
の
後
、
彼
の
予
言
通
り
に
日
露
戦
争
に
勝
利
し
、
第
一
次

世
界
大
戦
で
も
勝
利
し
て
更
に
そ
の
雄
志
を
伸
ば
し
て
、
そ
の
版
図
を
大
東
亜

共
栄
圏
の
構
想
の
下
に
朝
鮮
半
島
の
併
合
か
ら
中
国
大
陸
の
満
州
国
設
立
へ
。

南
方
も
台
湾
統
治
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
、
南
洋
諸
島
へ
と
広
げ
て
行
き
、
遂
に
は

欧
米
諸
国
と
摩
擦
を
起
こ
し
た
末
に
、
武
力
に
よ
る
解
決
の
道
を
選
ぶ
事
に
な

る
。
小
泉
八
雲
が
描
い
た
日
本
の
未
来
予
想
図
は
不
幸
に
も
的
中
し
た
の
だ
。

そ
れ
で
は
何
故
、
小
泉
八
雲
は
こ
の
よ
う
な
日
本
の
未
来
に
つ
い
て
正せ

い

鵠こ
く

を

得
た
見
方
が
出
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
な
る
在
日
外
国
人
の
岡
目
八
目

で
は
な
く
彼
が
欧
米
の
歴
史
に
つ
い
て
深
い
造
詣
を
有
し
て
い
た
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。
西
欧
諸
国
の
帝
国
主
義
や
植
民
地
主
義
の
興
亡
の
歴
史
を
元
に
し
て

彼
に
は
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
先
進
国
の
西
欧
列
強
を
リ
ス
ペ
ク
ト
し
つ

つ
、
肩
を
並
べ
る
為
に
そ
の
後
を
猛
ス
ピ
ー
ド
で
追
い
掛
け
て
行
く
日
本
の
辿

る
道
が
。
ま
さ
に
先
行
す
る
諸
国
の
歴
史
を
学
び
、
そ
の
上
で
日
本
の
文
化
を

研
究
し
、
日
本
人
自
身
が
自
覚
し
て
い
な
い
そ
の
心
ま
で
洞
察
す
る
に
至
っ
た

彼
だ
か
ら
こ
そ
持
ち
得
た
慧け

い

眼が
ん

で
あ
る
。
一
八
九
六
年
に
当
時
人
口
六
十
七

万
の
大
阪
が
二
百
万
を
超
え
る
時
が
来
る
こ
と
も
経
済
の
動
き
で
予
見
し
て

い
る
。

小
泉
八
雲
が
見
て
い
た
の
は
日
本
の
未
来
だ
け
で
は
な
い
。
あ
る
保
守
主
義

者
の
目
を
借
り
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
は
世
界
に
覇
を
唱
え
た
植
民
地

主
義
に
よ
る
も
の
で
そ
の
終
焉
と
英
国
経
済
の
斜
陽
化
に
つ
い
て
予
言
し
て
い

る
。
又
、
日
本
と
中
国
の
経
済
関
係
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
一
友
人
の
言
葉
と

し
て
『
も
し
中
国
が
西
洋
の
工
業
生
産
方
式
を
採
用
し
た
ら
、
日
本
よ
り
安
い

製
品
を
武
器
に
あ
ら
ゆ
る
市
場
で
我
々
に
勝
つ
こ
と
で
し
ょ
う
ね
』
と
語
ら
せ

た
上
で
、『
た
だ
の
低
価
格
生
産
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
日
本
は
と
う
て
い
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支
那
に
か
な
う
も
の
で
は
な
い
』
か
ら
日
本
の
取
る
べ
き
道
を
模
索
す
る
よ
う

に
示
唆
し
て
い
る
。
彼
が
『
日
本
の
心
』
の
中
で
記
し
て
い
た
こ
と
は
今
ま
さ

に
現
実
の
問
題
と
し
て
降
り
掛
か
っ
て
来
て
い
る
。
東
西
の
歴
史
に
通つ

う
ぎ
ょ
う暁し
た

小
泉
八
雲
の
至し

言げ
ん

は
現
代
で
も
一
考
に
値
す
る
。
こ
こ
に
東
西
古
今
の
歴
史
を

学
ぶ
大
切
さ
が
あ
る
。

天
皇
陛
下
も
八
十
二
歳
の
お
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
る
十
二
月
十
八
日
の
記
者

会
見
で
、
戦
後
七
十
年
に
つ
い
て
「
様
々
な
面
で
先
の
戦
争
の
こ
と
を
考
え
て

過
ご
し
た
一
年
」
と
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
年
々
、
戦
争
を
知
ら
な

い
世
代
が
増
加
し
て
い
き
ま
す
が
、
先
の
戦
争
の
こ
と
を
十
分
に
知
り
、
考
え

を
深
め
て
行
く
こ
と
が
日
本
の
将
来
に
と
っ
て
極
め
て
大
切
な
こ
と
と
思
い
ま

す
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
、
今
後
の
日
本
の
あ
り
方
を
考
え
て

い
く
上
で
、
歴
史
に
学
ぶ
大
切
さ
を
述
べ
ら
れ
た
お
言
葉
で
あ
る
。

過
去
の
歴
史
は
ど
ん
な
に
反
省
し
後
悔
し
て
も
そ
の
否
定
的
事
実
を
変
え
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
で
得
た
教
訓
を
踏
ま

え
て
望
む
未
来
は
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
筈
だ
。

歴
史
に
「
も
し
」
は
な
い
が
、
も
し
百
二
十
年
前
に
当
時
の
日
本
人
が
小
泉

八
雲
の
日
本
の
将
来
に
対
す
る
警
鐘
を
真
剣
に
考
え
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で

も
日
本
は
同
じ
破
滅
へ
の
道
を
辿
っ
た
だ
ろ
う
か
。
歴
史
は
繰
り
返
す
。
戦
後

七
十
年
を
迎
え
た
今
、
私
た
ち
は
改
め
て
小
泉
八
雲
の
著
書
を
紐
解
き
、
彼
が

日
本
の
為
に
遺
し
て
く
れ
た
数
々
の
示
唆
に
富
む
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
し
て
謙
虚

に
耳
を
傾
け
、
未
来
に
向
か
っ
て
進
ん
で
行
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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〈
優
秀
賞
〉

力
（
り
き
）
へ

神
奈
川
県
横
浜
市   

草
　
野
　
理
恵
子

力　

君
と
耕
也
は
よ
く
似
て
い
る
ね

耕
也
は
お
ば
ち
ゃ
ん
の
子
ど
も
だ
よ

永
久
に
子
ど
も
の
ま
ま
だ
ね

力
も
ず
っ
と
二
歳
な
の
？

耕
也
も
こ
の
前
「
二
歳
に
な
っ
た
ね
～
」

っ
て
ほ
め
ら
れ
た
よ

ほ
ん
と
は
二
十
二
歳
だ
け
ど
ね

で
も
力
は
で
も
小
さ
な
子
と
遊
べ
て
い
い
ね

耕
也
は
誰
と
も
遊
ん
で
い
な
い
よ

お
母
さ
ん
と
お
父
さ
ん

時
　々

お
兄
ち
ゃ
ん
と
お
姉
ち
ゃ
ん
と
遊
ぶ
だ
け

力
が
少
し
う
ら
や
ま
し
い
な

力
は
竹
ぼ
う
き
が
好
き
な
の
？

耕
也
は
ね
双
眼
鏡
だ
よ

双
眼
鏡
っ
て
言
っ
て
も
ト
レ
ペ
の
芯
に

折
り
紙
を
貼
っ
た
も
の

そ
れ
で
世
界
を
覗
い
て

「
シ
ュ
ビ
ド
ゥ
ビ
…
…
」
っ
て
歌
う
よ

そ
れ
で
覗
く
と
世
界
中
旅
で
き
る
み
た
い

え
！

力
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
…
…

脳
の
病
気
で
…
…

苦
し
か
っ
た
…
…
？

耕
也
は
ね
今
度
生
ま
れ
て
く
る
時
も

耕
也
の
ま
ま
で
い
い
と
思
う
よ

力
の
お
母
さ
ん
も
き
っ
と
そ
う
思
っ
た
よ

力
の
ま
ま
で

ま
た
お
母
さ
ん
の
所
に
生
ま
れ
て
ほ
し
い
っ
て

ほ
ん
と
は
ね

お
屋
敷
の
赤
ち
ゃ
ん
の
手
の
ひ
ら
の

「
力
ば
か
」
の
文
字

力
の
お
墓
の
土
で
こ
す
っ
て
消
え
た
の
か
な

力
の
お
母
さ
ん
は

「
ち
ょ
っ
と　

消
え
な
か
っ
た
ら
い
い
な
」

っ
て
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
ね
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じ
ゃ
あ　

力

耕
也
の
こ
と
も
天
国
か
ら
守
っ
て
ね

双
眼
鏡
が
要
る
な
ら
貸
す
よ

よ
ろ
し
く
ね

〈
優
良
賞
〉

い
つ
も
い
つ
も

松
江
市
立
母
衣
小
学
校
五
年   
土
　
本
　
陽
　
菜

い
つ
も
い
つ
も

あ
め
を
か
う

白
い
着
物
を
着
て

い
つ
も
い
つ
も
あ
め
を
か
う

い
つ
も
い
つ
も

あ
げ
て
い
た

赤
ち
ゃ
ん
に
あ
め
を

い
つ
も
い
つ
も
あ
げ
て
い
た

い
つ
も
い
つ
も

お
世
話
し
た

ゆ
う
れ
い
に
な
っ
て
も

い
つ
も
い
つ
も
お
世
話
し
た

死
ん
で
も

赤
ち
ゃ
ん
の
た
め
に

あ
め
屋
を
連
れ
て
き
た
の
は

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
っ
て

赤
ち
ゃ
ん
を
育
て
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
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講
　
　
評

《
感
想
文
》

◇
小
学
生
の
部

今
回
出
品
さ
れ
た
作
品
も
、
ど
れ
も
怪
談
と
い
う
作
品
の
み
な
ら
ず
、
作
者

で
あ
る
小
泉
八
雲
に
親
し
み
を
感
じ
、
作
品
に
浸
り
込
ん
で
の
感
想
が
表
現
さ

れ
て
お
り
、
好
感
が
も
て
た
。

特
に
優
秀
賞
の
作
品
は
、
夏
休
み
に
松
江
市
で
三
日
間
実
施
さ
れ
た
「
ス
ー

パ
ー
へ
る
ん
さ
ん
講
座
」
に
参
加
し
、
小
泉
八
雲
に
関
し
て
し
っ
か
り
興
味
を

持
っ
て
学
び
、
そ
の
際
に
紹
介
さ
れ
た
「
果
心
居
士
」
の
感
想
を
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
小
泉
八
雲
の
思
い
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
な
が
ら
読
み

深
め
て
い
る
こ
と
が
よ
く
伝
わ
っ
て
き
た
。
ま
た
、
迫
力
あ
る
文
体
を
用
い
て

の
表
現
力
は
、
出
品
者
が
感
動
を
も
っ
て
読
み
進
め
た
そ
の
思
い
が
し
っ
か
り

伝
わ
っ
て
く
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。�

（
講
評
者　

井
田　

佳
彦
）

◇
中
学
生
の
部

昨
年
よ
り
応
募
数
が
減
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
か
ら
中
学
生
の
健

康
的
で
み
ず
み
ず
し
い
感
性
で
描
か
れ
た
小
泉
八
雲
の
世
界
が
感
じ
ら
れ
た
。

優
秀
賞
作
品
で
は
『
耳
な
し
芳
一
』
に
登
場
す
る
三
者
、「
芳
一
」、「
和
尚
」

そ
し
て
「
亡
者
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
、
筆
者
は
思
い
を
寄
せ
て
い
る
。
三

者
が
「
そ
れ
ぞ
れ
必
死
だ
っ
た
」
と
述
べ
る
言
葉
に
、
八
雲
が
描
く
人
間
ら
し

さ
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
感
想
文
を
書
き
上
げ
た
筆
者
の
感
性
が
光
っ
て

い
る
。

優
良
賞
作
品
で
は
『
雪
女
』
の
世
界
を
「
愛
」
を
視
点
に
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ

し
、
う
ま
く
ま
と
め
て
い
る
。
筆
者
は
、
雪
が
巳
之
吉
の
も
と
を
去
っ
て
い
く

場
面
に
、
子
を
思
う
母
の
愛
情
が
描
か
れ
て
い
る
、
と
す
る
。
こ
の
作
品
も
ま

た
八
雲
の
描
く
登
場
人
物
の
人
間
ら
し
い
温
か
み
が
し
っ
か
り
と
伝
わ
る
良
作

で
あ
る
。�

（
講
評
者　

湯
浅　

哲
司
）

◇
一
般
の
部

優
秀
賞
の
「『
停
車
場
に
て
』
考
：
現
代
を
生
き
る
我
々
が
、『
父
性
』
を
取

り
戻
す
た
め
の
道
標
と
し
て
」
は
、
全
体
と
し
て
論
の
ま
と
ま
り
も
良
い
感
想

文
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
複
雑
な
家
庭
環
境
で
、
実
父
か
ら
は
本
作
品
の
遺
児
と

同
様
、「
父
性
」
十
分
に
教
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
生
い
立
ち
の
ハ
ー
ン
は
、
本
作
品
が
発
表
さ
れ
た
年
に
長
男
一
雄
を

授
か
り
、「
父
性
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
に
違
い
な
い
。

優
良
賞
の
「
戦
後
七
十
周
年
と
小
泉
八
雲
」
今
ま
で
に
な
い
視
点
の
感
想

文
で
あ
る
。
佳
作
の
二
点
、「
日
本
人
の
微
笑
」「
水
飴
が
教
え
て
く
れ
た
愛
」

は
、
硬
、
軟
、
対
照
的
な
感
想
文
で
あ
っ
た
。

�

（
講
評
者　

日
野　

雅
之
）

《
作
詞
・
詩
》

「
力
（
り
き
）
へ
」
は
、「
力
ば
か
」
と
い
う
怪
談
を
題
材
と
し
て
い
る
。
亡

く
な
っ
た
少
年
「
力
」
に
語
り
か
け
る
形
で
、「
力
の
お
母
さ
ん
」
の
思
い
を

想
像
し
つ
つ
、
そ
の
な
か
に
「
耕
也
」
へ
の
思
い
を
に
じ
ま
せ
て
い
く
。
決
し
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て
強
い
言
葉
を
連
ね
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
読
み
取
ら
れ
る
の
は
芯
の
通
っ

た
ま
っ
す
ぐ
な
思
い
で
あ
る
。

「
い
つ
も
い
つ
も
」
は
、
飴
買
い
幽
霊
の
話
を
題
材
に
、
小
学
生
ら
し
く
じ

つ
に
素
直
で
素
朴
な
味
わ
い
に
仕
上
が
っ
た
一
篇
で
あ
る
。「
い
つ
も
い
つ
も
」

の
繰
り
返
し
が
、
赤
ん
坊
を
思
う
母
親
の
愛
の
強
さ
を
巧
ま
ず
し
て
よ
く
表
現

し
て
い
る
。

「Fuji-no-Y
am

a

」
は
、
八
雲
の
富
士
登
山
（
一
八
九
七
年
）
を
題
材
に

し
た
詩
で
、
怪
談
を
題
材
に
し
た
応
募
が
多
い
中
で
個
性
が
光
っ
た
。
八
雲
の

難
儀
な
登
山
を
追
体
験
し
な
が
ら
、
作
者
の
人
生
と
つ
な
げ
て
い
く
展
開
も
よ

か
っ
た
。 

（
講
評
者　

岩
田　

英
作
・
山
根　

繁
樹
）

　

【
審
査
員
】 

井
田　

佳
彦　
　

岩
田　

英
作　
　

坂
口　

妙
子

 
谷　

由
美
子　
　

日
野　

雅
之　
　

山
根　

繁
樹

 
湯
浅　

哲
司　
　

吉
田　

紀
子　

 

（
五
十
音
順
）
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