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「
ま
だ
一
裏
の
川
が
、
り
ょ
ん
り
ょ
ん
と
流
れ
て
い
た
昔
、
昔
な
。

川
の
ふ
ち
に
、
一
本
の
太
い
や
な
ぎ
の
木
が
茂
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
。

半
月
が
の
、
き
ま
っ
て
、
や
な
ぎ
の
枝
に
か
か
る
こ
る
な
。
カ
ツ
。
〈

の
三
平
が
、
に
ょ
っ
こ
ら
と
…
…
」

わ
た
し
が
、
小
学
校
一
年
の
こ
ろ
ま
で
、
こ
の
話
を
床
の
中
で
祖
母
か
ら
よ

く
聞
い
た
。
寒
い
夜
、
半
月
を
な
が
め
て
歩
く
時
、
ふ
っ
と
そ
の
話
を
思
い
出

し
、
三
平
の
心
の
や
さ
し
さ
に
胸
を
う
ず
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
童
話
と
い
う

世
界
に
あ
る
、
と
て
つ
も
な
く
美
し
い
生
命
の
は
た
ら
き
が
あ
る
か
ら
だ
。
小

学
校
国
語
科
教
科
書
に
も
、
文
学
教
材
と
し
て
の
創
作
童
話
が
多
く
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
教
科
書
（
光
村
・
二
年
下
）
・
「
き
か
ん
車
や
え
も
ん
」
の

作
品
分
析
を
も
と
に
、
授
業
の
実
際
を
通
し
た
児
童
の
イ
メ
ー
ジ
（
作
品
の
読

糸
深
め
か
ら
生
ま
れ
た
見
方
・
考
え
方
）
と
、
創
作
童
話
の
価
値
に
つ
い
て
考

察
し
て
み
る
。
創
作
童
話
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
論
も
あ
ろ
う
が
、

童
話
の
時
代
的
流
れ
、
読
承
味
わ
う
内
容
、
創
作
す
る
立
場
と
い
っ
た
面
に
つ

い
て
も
ふ
れ
て
い
き
た
い
。

教
材
と
す
る
創
作
童
話
の
価
値

Ｉ
阿
川
弘
之
作
「
き
か
ん
車
や
え
も
ん
」
か
ら
Ｉ

１
作
品

あ
る
い
な
か
の
町
の
小
さ
な
き
か
ん
こ
に
、
や
え
し
ん
と
い
う
名
の
き
か
ん

車
が
い
ま
し
た
。
や
え
し
ん
は
、
長
い
長
い
間
は
た
ら
い
た
の
で
、
た
い
へ
ん

年
を
と
っ
て
、
く
た
び
れ
て
い
ま
し
た
。

「
お
れ
だ
っ
て
シ
ャ
ー
、
わ
か
い
こ
ろ
に
は
シ
ャ
ー
、
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
は

し
っ
た
も
の
だ
が
シ
ャ
ー
。
」

と
、
や
え
あ
ん
は
い
ば
っ
て
ふ
せ
ま
す
が
、
だ
れ
も
あ
い
手
に
し
て
く
れ
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
、
こ
の
ご
ろ
は
、

「
プ
ッ
ス
ン
、
プ
ッ
ス
ン
、
プ
ッ
ス
ン
。
」

と
お
こ
っ
て
ば
か
り
い
ま
し
た
。

や
え
し
ん
は
、
き
ょ
う
も
き
や
く
車
を
引
い
て
、
あ
せ
を
か
き
か
き
、
大
き

な
え
き
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
れ
っ
車
が
、
た
く
さ

ん
あ
つ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

小
さ
な
デ
ィ
ー
ゼ
ル
カ
ー
が

「
ケ
ロ
ロ
ン
ロ
ン
ロ
ン
ケ
ロ
ロ
ン
ロ
ン
。
」

「
き
か
ん
車
や
え
も
ん
」
の
作
品
分
析

深
美
和
夫
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と
歌
を
歌
い
な
が
ら
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
電
気
き
か
ん
車
が
、
お
け
し
よ
う
を

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
と
っ
き
ゅ
う
が
、

「
ラ
ラ
ラ
ン
ラ
ン
。
〈
－
ン
。
」

と
さ
け
ん
で
、
止
ま
ら
ず
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

や
え
も
ん
は
、
き
た
な
い
自
分
が
な
つ
か
し
く
な
り
ま
し
た
。
や
え
も
ん
が

お
昼
ご
は
ん
の
石
た
ん
を
食
べ
て
い
る
と
、
電
気
き
か
ん
車
が
、

「
や
あ
い
、
石
た
ん
食
い
の
や
え
も
ん
や
あ
い
。
石
た
ん
食
っ
て
、
お
い
し
い

か
。
び
ん
ぼ
う
汽
車
の
や
え
も
ん
や
あ
い
。
」

と
い
っ
て
。
わ
ら
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
見
て
い
た
デ
ィ
ー
ゼ
ル
カ
ー
も
、

「
ケ
ラ
ケ
ラ
ケ
ラ
、
ケ
ラ
ケ
ラ
ケ
ラ
。
」

と
わ
ら
い
ま
し
た
。

「
プ
ッ
ス
ン
、
お
い
し
い
わ
い
。
プ
ッ
ス
ン
、
プ
ッ
ス
ン
。
」

や
え
し
ん
は
、
ま
っ
黒
な
け
む
り
を
も
く
も
く
は
い
て
へ
お
こ
り
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
ま
た
や
え
あ
ん
は
は
し
り
だ
し
ま
し
た
。
い
な
か
の
町
の
き

か
ん
こ
へ
帰
る
の
で
す
。

「
お
れ
は
『
今
ま
で
こ
ん
な
に
長
い
間
は
た
ら
い
て
き
た
の
に
、
ふ
ん
な
で
、
お

れ
を
ば
か
に
す
る
。
シ
ャ
ッ
シ
ャ
ッ
し
ゃ
く
だ
、
し
ゃ
く
だ
、
し
ゃ
く
だ
。
」

あ
ん
ま
り
お
こ
っ
た
の
で
、
や
え
し
ん
の
顔
が
、
ま
っ
か
に
な
り
ま
し
た
。

う
し
ろ
で
、
き
や
く
車
が
、

「
そ
ん
な
に
お
こ
る
な
、
ケ
ッ
ト
ン
。
わ
す
れ
て
お
し
ま
い
、
ケ
ッ
ト
ン
。
」

と
な
だ
め
て
い
る
の
も
、
聞
こ
え
ま
せ
ん
。

や
え
も
ん
き
か
ん
車
は
、
黒
い
け
む
り
と
赤
い
火
の
こ
を
い
っ
し
ょ
に
は
き

出
し
て
、
は
し
り
ま
し
た
ｃ
子
ど
も
た
ち
は
、
や
え
も
ん
に
手
を
ふ
り
ま
し
た
。

や
え
し
ん
は
、
い
つ
も
な
ら
、

「
ポ
ー
ポ
ー
、
こ
ん
に
ち
は
。
」

と
声
を
か
け
る
の
に
、
き
ょ
う
は
そ
れ
さ
え
わ
す
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

つ
ん
で
あ
っ
た
い
ね
に
、
や
え
も
ん
の
は
い
た
火
の
こ
が
か
か
っ
て
、
も
え

だ
し
ま
し
た
。
お
ひ
や
く
し
ょ
う
さ
ん
た
ち
は
、
び
っ
く
り
し
て
、
家
か
ら
と

び
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、

「
や
え
あ
ん
を
や
っ
つ
け
て
し
ま
え
。
」

「
や
え
も
ん
を
う
ご
け
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
え
。
」

と
口
々
に
い
っ
て
、
お
い
か
け
て
き
ま
し
た
。
や
え
も
ん
は
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

「
わ
る
か
っ
た
シ
ャ
ー
。
し
ら
な
い
で
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
し
た
。
こ
ま
っ

た
シ
ャ
ー
、
シ
ャ
ー
、
シ
ャ
ー
。
」

や
え
も
ん
は
、
青
く
な
っ
て
、
小
さ
な
町
の
き
か
ん
こ
へ
に
げ
こ
ゑ
主
し
た
ｐ

お
ひ
や
く
し
ょ
う
さ
ん
た
ち
は
、
お
い
か
け
て
き
て
、

「
お
い
ぼ
れ
き
か
ん
車
は
、
ど
こ
だ
。
」

「
や
え
も
ん
は
、
ど
こ
へ
行
っ
た
。
」

「
火
の
こ
を
は
く
き
か
ん
車
は
、
や
め
さ
せ
ろ
。
」

と
ど
な
り
ま
し
た
。

て
つ
道
の
人
た
ち
は
、
し
か
た
な
く
、
つ
ぎ
の
日
か
ら
や
え
も
ん
を
休
ま
せ

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
や
え
も
ん
は
、
き
か
ん
こ
の
す
ゑ
に
か
く
れ
て
、
ぽ
ろ

ぽ
ろ
な
ゑ
だ
を
こ
ぼ
し
ま
し
た
。
て
つ
道
の
人
た
ち
は
、
や
え
も
ん
を
ど
う
し

た
ら
い
い
か
と
そ
う
だ
ん
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
や
え
あ
ん
を
こ
わ
し
て
、

く
ず
て
つ
に
す
る
こ
と
に
き
め
ま
し
た
。
や
え
あ
ん
は
、

「
い
や
だ
、
い
や
だ
。
お
れ
は
い
や
だ
。
」

と
い
っ
て
に
げ
回
り
ま
し
た
が
、
と
う
と
う
町
に
つ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

デ
ィ
ー
ゼ
ル
カ
ー
や
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
を
見
て
、

「
か
わ
い
そ
う
だ
な
あ
。
」

と
い
い
ま
し
た
。

「
こ
の
き
か
ん
車
を
ど
う
す
る
の
で
す
か
。
」

-４１



と
、
ひ
と
り
の
人
が
き
き
ま
し
た
。

「
こ
わ
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
も
う
や
く
に
立
た
な
く
な
っ
た
の
で
、
く
ず
て

つ
に
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
」

と
、
て
つ
道
の
人
が
答
え
ま
し
た
。

「
そ
れ
は
む
ち
ゃ
だ
。
」

そ
の
人
は
い
い
ま
し
た
。

「
わ
た
し
は
、
東
京
の
交
通
は
く
ぶ
つ
か
ん
の
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
じ
つ

に
め
ず
ら
し
い
古
い
き
か
ん
車
で
す
。
日
本
じ
ゅ
う
に
、
二
台
か
一
一
一
台
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
で
す
、
は
く
ぶ
つ
か
ん
に
ゆ
ず
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
」

「
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
い
い
考
え
だ
。
」

と
、
て
つ
道
の
人
は
い
い
ま
し
た
。

「
ポ
ポ
ー
、
ポ
ポ
ー
。
」

と
、
や
え
も
ん
は
声
を
上
げ
ま
し
た
。

「
ば
ん
ざ
あ
い
。
」

と
、
子
ど
も
た
ち
も
い
い
ま
し
た
。

き
れ
い
に
ぬ
り
な
お
し
て
も
ら
っ
て
、
ぴ
か
ぴ
か
に
な
っ
た
や
え
も
ん
は
、

ゑ
ん
な
仁
見
お
く
ら
れ
て
、
は
く
ぶ
つ
か
ん
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

は
く
ぶ
つ
か
ん
に
は
、
大
ぜ
い
の
人
が
、
や
え
し
ん
き
か
ん
車
を
見
に
や
っ

て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
や
え
あ
ん
の
か
た
に
の
っ
た
り
、
お
な
か
に

も
ぐ
っ
た
り
し
て
あ
そ
び
ま
し
た
。
と
き
ど
き
、
小
鳥
も
や
っ
て
き
て
、
や
え

も
ん
の
え
ん
と
つ
の
中
で
、
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
ま
し
た
。
（
あ
が
わ
ひ
ろ
ゆ
き
）

２
作
品
の
見
方
・
考
え
方

⑪
文
体
に
つ
い
て

ｒ
１
ｌ
あ
る
い
な
か
の
町
の
小
さ
な
き
か
ん
こ
に
、
や
え
し
ん
と
い
う
名
の
き

か
ん
車
が
い
鑿
し
た
．
Ｉ
と
、
語
り
か
け
る
調
子
で
始
め
Ｉ
と
き
ど
き
、

小
鳥
も
や
っ
て
き
て
、
や
え
し
ん
の
え
ん
と
つ
の
中
で
、
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
ま

し
た
．
ｌ
と
い
う
終
わ
り
ま
で
が
、
お
だ
や
か
で
静
か
な
文
体
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
や
え
も
ん
が
働
き
疲
れ
、
年
老
い
た
機
関
車
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

う
き
ぼ
り
さ
せ
た
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
や
え
も
ん
が
駅
を
出
る
時
、

「
プ
ッ
ス
ン
・
…
：
シ
ャ
ッ
シ
ャ
ッ
し
ゃ
く
だ
、
し
ゃ
く
だ
…
…
」
と
お
こ
り
な

が
ら
走
り
出
す
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
後
か
ら
つ
い
て
い
く
客
車
が
、
「
そ
ん
な
に

お
こ
る
な
、
ケ
ッ
ト
ン
…
…
」
と
、
は
や
す
と
こ
ろ
の
擬
声
音
が
、
い
か
に
も

真
実
味
と
ユ
ー
モ
ア
が
相
補
し
、
文
章
全
体
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
響
き
を
か
も
し

だ
し
て
い
る
。

②
や
え
し
ん
の
性
格
に
つ
い
て

Ｉ
や
え
も
ん
は
、
長
い
長
い
間
は
た
ら
い
た
の
で
、
た
い
へ
ん
年
を
と
っ

て
、
く
た
び
れ
て
い
ま
し
た
。
「
お
れ
だ
っ
て
シ
ャ
ー
、
わ
か
い
こ
ろ
に
は
シ

ャ
ー
、
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
は
し
っ
た
も
の
だ
が
シ
ャ
ー
。
」
－
１
と
、
客
観
的

な
表
現
を
受
け
て
、
や
え
も
ん
本
人
に
い
わ
せ
て
い
る
。
い
ば
っ
て
糸
せ
て
も
、

だ
あ
れ
も
相
手
に
せ
ず
、
そ
れ
だ
け
に
気
げ
ん
の
悪
い
や
え
も
ん
の
姿
は
、
老

人
の
そ
れ
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。

あ
る
時
、
や
え
も
ん
は
働
き
ざ
か
り
の
電
気
機
関
車
に
あ
ざ
け
ら
れ
、
と
う

と
う
い
か
り
が
爆
発
す
る
。
し
い
た
げ
ら
れ
た
も
の
の
悲
し
ゑ
で
も
あ
る
。
や

が
て
、
そ
れ
が
原
因
で
田
ん
ぼ
が
火
事
に
な
り
、
ひ
や
く
し
よ
う
た
ち
に
追
わ

れ
、
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
涙
を
こ
ぼ
す
哀
れ
さ
。
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
人
間
の
な
り
ゆ

き
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
哀
れ
さ
を
そ
そ
る
。

最
後
に
、
や
え
あ
ん
を
尊
敬
を
も
っ
て
安
ら
か
に
休
め
て
あ
げ
ら
れ
る
場
所

は
博
物
館
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
働
き
ぬ
い
た
者
へ
の
い
た
わ
り
や
、
人
間
へ

の
暖
か
な
愛
情
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
感
じ
ら
れ
る
。
く
ず
鉄
に
さ
れ
ず
に
す
ん
だ

や
え
し
ん
の
願
い
は
、
静
止
の
安
息
と
し
て
受
け
と
れ
る
。

③
読
み
深
め
る
対
象
に
つ
い
て

。
や
え
も
ん
の
世
間
に
対
す
る
差
別
へ
の
怒
り
と
、
世
間
の
や
え
も
ん
に
対

4２



以
上
、
作
品
の
見
方
・
考
え
方
を
一
一
一
つ
の
視
点
で
記
し
て
き
た
が
、
そ
の
三

つ
を
総
合
し
て
考
察
し
て
ふ
よ
う
。

若
い
時
は
、
さ
ぞ
元
気
で
さ
っ
そ
う
と
働
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
や
え
し
ん

も
、
よ
る
年
な
ゑ
と
時
代
の
進
歩
に
は
勝
て
な
い
。
し
か
し
プ
ラ
イ
ド
を
持
ち

続
け
、
自
分
を
軽
視
す
る
世
間
に
い
か
り
を
も
っ
て
働
き
続
け
た
。
そ
し
て
、

く
ず
鉄
と
い
う
破
滅
か
ら
は
救
わ
れ
た
が
、
果
た
し
て
働
き
続
け
て
き
た
も
の

の
や
え
も
ん
の
最
後
の
願
い
は
、
子
ど
も
や
小
鳥
の
楽
し
ゑ
の
場
と
し
て
満
足

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
終
末
の
安
息
は
、
あ
ま
り
に
も
生
産
的
で
な
く
、

消
極
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
児
童
に
、
日
本
中
に
一
一
台
か
三
台
し
か
な
い
め

ず
ら
し
い
も
の
だ
か
ら
博
物
館
入
り
を
す
る
の
だ
と
い
う
意
味
を
理
解
さ
せ
る

た
め
に
は
、
も
っ
と
説
明
が
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
働
き
ぬ
い
た

者
へ
の
い
た
わ
り
や
、
人
間
へ
の
暖
か
い
愛
情
が
感
じ
ら
れ
な
が
ら
も
、
な
お

不
満
が
残
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
創
作
童
話
と
し
て
の
生
命
は
新
し
い
人
生
の
創
造
に
迫
る
こ
と
で

あ
る
。
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
が
目
的
で
、
人
生
や
自
然
に
つ
い
て
感
動
し
た

こ
と
を
自
己
を
通
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
や
え

し
ん
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
児
童
の
反
応
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て

作
品
の
価
値
が
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。

・
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
楽
し
い
表
現
の
こ
と
ば
を
、
場
面
や
登
場
人
物
の
行
動
を

通
し
て
理
解
さ
せ
る
。

・
作
品
に
え
が
か
れ
て
い
る
世
界
を
、
自
分
の
感
動
を
通
し
て
、
さ
ら
に
新

し
い
見
方
、
考
え
方
の
で
き
る
創
造
的
な
読
承
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

す
る
同
情
を
感
じ
と
ら
せ
、
元
気
あ
る
や
え
し
ん
の
生
き
方
を
読
承
と
ら
せ

る
。

以
上
の
⑩
ｌ
⑤
の
観
点
に
分
析
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
④
く
ず
て
つ
に
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
や
え
し
ん
の
生
き
方

を
追
究
す
る
め
や
す
を
、
「
ま
だ
働
き
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

課
題
と
し
て
う
ゑ
だ
し
た
の
で
あ
る
。

２
課
題
を
も
と
に
し
た
場
面
ご
と
の
児
童
の
反
応

１
全
文
読
承
か
ら
の
第
一
次
感
想
分
析
（
下
の
数
字
は
人
数
）

側
く
や
し
い
な

、
な
ぜ
Ⅱ
ず
て
三
れ
な
け
れ
ば
な
…
ｌ

瓠
や
…
ん
ぼ
薊
汽
車
…
あ
と
１
’
１

句
罪
ｂ
ハ
そ
う
ご
睡
ら

⑪
お
も
し
ろ
い
な

「
お
れ
だ
っ
て
シ
ャ
ー
・
…
・
・
」

「

「
そ
ん
な
に
…
…
ケ
ッ
ト
ン
」

「

②
ふ
し
ぎ
だ
な
あ

ど
う
し
て
子
ど
も
に
何
も
い
わ
な
い
の
Ｉ

今
ど
き
、
じ
よ
う
気
き
か
ん
車
が
走
っ
て
い
る
の
が

⑧
う
れ
し
い
な

は
く
ぶ
つ
か
ん
へ
行
け
る
ん
だ
も
ｏ
ｌ
ｌ
ｌ

●
く
ず
て
つ
に
さ
れ
る
と
走
れ
な
い
よ

「
お
れ
は
、
今
ま
で
…
…
し
ゃ
く
だ

小
き
い
子
に
ば
か
に
さ
れ
る
な
ん
て

や
く
に
た
っ
て
毎
日
働
い
て
い
る
の
に
な
’

か
わ
い
そ
う
だ
な
あ

や
く
に
た
つ
の
に
な
ぜ
こ
わ
す
の
１
１

な
ぜ
、
や
え
し
ん
が
、
お
こ
る
の

授
業
の
実
際じ
よ
う
気
き
か
ん
車
が
走
っ
て
い
る
の
が
お
か
し
い
な
Ｉ
８

今
ま
で
．
．
…
・
し
ゃ
く
だ
、
し
ゃ
く
だ
」
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
－
ｌ
１

「
プ
ッ
ス
ン
・
・
…
・
」

「
む
ち
ゃ
だ
」

１
８

－－￣

１ １１ 1９ １２ 5２
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口
な
ぜ
だ
れ
も
相
手
に
し
な
い
の
だ
ろ
う
か

児
童
の
反
応
（
以
下
こ
の
項
同
じ
）

「
お
れ
だ
っ
て
シ
ャ
ー
：
．
．
：
に
も
わ
か
り
ま
す
が
、
き
っ
と
思
い
出
し

て
い
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
年
を
と
っ
て
、
も
う
役
立
つ
こ

と
が
で
き
な
い
っ
て
い
う
悲
し
い
気
持
ち
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
」

「
だ
れ
も
相
手
に
し
な
い
っ
て
い
う
の
は
、
か
わ
い
そ
う
だ
ね
。
で
も
、

し
か
た
が
な
い
の
だ
な
。
」

「
長
い
長
い
間
、
働
い
た
ん
だ
も
の
な
ど

②
ど
う
し
て
け
む
り
を
は
い
て
お
こ
る
の
だ
ろ
う

⑧
や
え
し
ん
は
、
な
ぜ
へ
ん
じ
を
し
な
い
の
か
な

「
あ
ん
な
に
は
や
さ
れ
て
は
、
た
ま
ら
な
い
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
。
」

「
自
分
の
す
が
た
の
き
た
な
い
の
仁
悲
し
ふ
を
か
ん
じ
た
ん
だ
。
」

「
し
ゃ
く
だ
、
し
ゃ
く
だ
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と
に
は
ら
が
た
っ
て
い

る
の
だ
。
ぼ
く
も
、
は
ら
を
た
て
る
が
、
も
っ
と
も
っ
と
く
や
し
い

の
で
は
な
い
か
。
」

四
や
え
し
ん
は
く
ず
て
つ
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
ほ
ん
と
に
し
あ
わ
せ
な

ん
だ
ろ
う
か

「
や
え
も
ん
は
、
や
っ
ぱ
り
働
き
た
い
の
で
は
な
い
か
な
ど

「
や
え
し
ん
は
、
こ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
だ
。
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
で
、
む
か
し

ぱ
な
し
を
す
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
も
働
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
」

「
や
え
し
ん
に
、
手
紙
を
か
い
て
返
事
を
も
ら
お
う
よ
。
」

以
上
の
よ
う
に
⑪
ｌ
側
の
場
面
ご
と
の
内
容
を
読
糸
深
め
て
い
く
と
、
児
童

が
そ
れ
ぞ
れ
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
教
科
書
で
は
、
も
の
た
り
な
い
の
で
、

原
典
で
あ
る
絵
本
（
岩
波
子
ど
も
の
本
）
の
読
承
聞
か
せ
を
並
用
し
な
が
ら
行

な
っ
た
。

５
や
え
し
ん
に
出
し
た
児
童
の
手
紙
と
作
者
（
阿
川
弘
之
氏
）
か
ら
の
返
事

児
童
の
手
紙

Ａ
「
や
え
も
ん
さ
ん
、
お
元
気
で
す
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
や
え
も
ん
さ
ん

の
話
を
読
承
主
し
た
。
は
く
ぶ
つ
か
ん
へ
行
っ
て
た
の
し
か
っ
た
で
す

か
◎
ど
う
い
う
こ
と
を
ふ
ん
な
で
話
し
合
っ
た
か
と
い
う
と
、
長
い
こ

「
と
は
た
ら
い
た
の
に
、
ば
か
に
さ
れ
る
っ
て
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
や
え
も
ん
さ
ん
、
い
ま
も
お
こ
っ
て
い
ま
す
か
。
お
こ
ら
な
い

で
く
だ
さ
い
ね
。
」

Ｂ
「
や
え
も
ん
さ
ん
は
、
電
気
き
か
ん
車
に
ば
か
に
さ
れ
て
、
く
や
し
か
っ

た
で
し
ょ
う
ね
。
は
く
ぶ
つ
か
ん
に
行
っ
て
も
、
ま
だ
、
は
た
ら
き
た

い
の
で
す
か
。
お
こ
っ
た
時
に
、
や
え
し
ん
さ
ん
は
、
火
の
こ
を
は
い

て
お
ら
れ
た
の
で
、
い
や
な
か
ん
じ
が
し
た
の
。
い
ま
は
、
や
え
し
ん

さ
ん
は
、
は
く
ぶ
つ
か
ん
で
い
ろ
い
ろ
な
人
と
友
だ
ち
に
な
り
ま
し
た

か
。
わ
た
し
は
、
や
え
も
ん
さ
ん
の
は
た
ら
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の

で
、
も
っ
と
も
っ
と
は
た
ら
い
て
ほ
し
い
で
す
。
金
沢
に
も
来
て
ね
。
」

Ｃ
「
や
え
も
ん
さ
ん
。
き
ふ
は
、
い
ば
っ
た
ん
だ
っ
て
。
あ
ま
り
い
ば
ら
な

い
で
い
た
ら
よ
か
っ
た
よ
。
き
ゑ
は
、
と
っ
き
ゅ
う
の
は
や
さ
が
目
に

う
か
ん
だ
ん
だ
ね
。
そ
ん
な
こ
と
気
に
し
な
い
で
自
分
の
力
で
は
し
れ

ば
よ
か
っ
た
ん
だ
よ
ｏ
で
も
、
は
く
ぶ
つ
か
ん
へ
行
っ
て
う
れ
し
い
と

思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
っ
て
、
く
ず
て
つ
に
さ
れ
ず
に
な
っ
た
ん
だ
も
の

れ
。
子
ど
も
た
ち
に
、
む
か
し
話
を
し
た
り
、
お
な
か
や
、
せ
中
に

小
鳥
を
の
せ
て
や
る
の
と
、
む
か
し
の
お
き
や
く
さ
ん
を
の
せ
て
は
し

っ
た
の
と
、
ど
っ
ち
が
た
の
し
ゑ
か
、
へ
ん
じ
を
か
い
て
ね
。
」

Ｄ
「
い
ま
も
、
は
く
ぶ
つ
か
ん
で
お
こ
っ
て
い
ま
す
か
。
東
京
の
は
く
ぶ
つ

か
ん
は
広
く
て
い
い
で
し
ょ
う
ね
。
は
く
ぶ
つ
か
ん
で
子
ど
も
た
ち
と

あ
そ
ん
で
い
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
く
や
し
い
こ
と
や
、
た
の
し

い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
わ
。
ま
た
、
が
ん
ば
っ
て
ね
。
」
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作
者
（
阿
川
弘
之
氏
）
か
ら
の
返
事

「
や
え
も
ん
き
か
ん
車
へ
、
み
な
さ
ん
か
ら
、
た
く
さ
ん
手
紙
を
あ
り
が

と
う
◎
や
え
も
ん
は
へ
と
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
、
う
れ
し
い
シ
ャ
ー
、
う

れ
し
い
シ
ャ
ー
と
、
い
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
や
え
あ
ん
は
、
年
よ
り

で
、
の
ろ
ま
で
、
な
か
な
か
へ
ん
じ
が
書
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
め
ん

な
さ
い
ね
。
」

４
考
察

１
１
５
ま
で
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
児
童
の
心
の
中
に
、
や
え
も

ん
の
い
き
ど
お
り
、
行
為
の
結
末
の
理
解
が
で
き
た
と
思
う
。
た
だ
児
童
の
手

紙
に
あ
る
よ
う
に
、
や
え
あ
ん
は
博
物
館
へ
行
っ
て
、
ふ
ん
な
に
懐
し
が
ら
れ

遊
び
相
手
で
あ
っ
て
よ
い
と
い
う
立
場
と
、
ま
だ
ま
だ
年
老
い
て
も
働
き
た
い

の
だ
と
い
う
考
え
方
の
二
つ
を
、
ど
う
処
理
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
あ
え
て
両
者
を
区
別
し
た
決
定
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由

は
、
児
童
ひ
と
り
ひ
と
り
の
見
方
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
と
い
う
可
能
性
を

未
来
に
期
待
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
今
後
の
成
長
と
と
も
に
、
や
え
あ

ん
の
生
き
方
に
つ
い
て
多
面
的
な
見
方
、
考
え
方
の
で
き
る
児
童
に
育
て
た
い

か
ら
で
あ
る
。

作
者
（
阿
川
氏
）
か
ら
の
返
事
を
読
ん
だ
児
童
た
ち
は
、
「
う
れ
し
い
シ

ャ
ー
、
う
れ
し
い
シ
ャ
ー
」
に
感
動
を
示
し
た
。
た
だ
返
事
の
内
容
に
は
、
児

童
の
手
紙
の
答
え
に
不
足
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で

教
室
で
の
話
し
合
い
で
、
「
や
え
あ
ん
は
、
た
く
さ
ん
の
人
、
子
ど
も
、
小
鳥

た
ち
と
仲
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
幸
せ
な
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
働

い
て
い
る
こ
と
で
、
ゑ
ん
な
に
役
立
っ
て
い
る
ん
だ
。
」
と
生
き
方
を
追
究
し
た
。

以
上
の
こ
と
で
考
え
る
と
、
教
材
と
し
て
の
創
作
童
話
の
価
値
は
、
童
話
の

世
界
の
底
を
流
れ
る
人
間
の
生
き
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

１
童
話
の
時
代
的
流
れ

童
話
と
い
う
こ
と
ば
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ
、
ど
ん
な
経
路
を
た
ど
っ

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
概
略
を
記
し
て
承
よ
う
。

童
話
文
学
は
、
遠
い
昔
か
ら
の
神
話
、
伝
説
、
民
話
な
ど
の
伝
承
文
学
と
い

え
よ
う
。
日
本
で
は
、
神
話
、
伝
説
、
中
国
の
伝
説
を
原
典
と
し
て
、
室
町
時

代
の
「
お
伽
草
子
」
、
，
江
戸
時
代
の
「
草
双
紙
」
に
、
説
話
と
し
て
生
ま
れ
て

い
る
が
、
「
童
話
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ま
だ
出
て
こ
な
い
。
江
戸
時
代
に
は

「
童
話
」
と
書
物
に
字
と
し
て
出
て
い
る
が
、
「
わ
ら
べ
も
の
が
た
り
」
「
む

か
し
ば
な
し
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
十
九
世
紀
（
明
治
）
に
な
っ

て
か
ら
、
昔
か
ら
あ
る
話
で
も
、
そ
こ
に
作
者
の
新
し
い
解
釈
が
加
え
ら
れ
た

も
の
と
し
て
の
「
童
話
」
、
ま
た
話
の
材
料
を
作
者
自
身
が
新
し
い
も
の
と
し

て
創
作
し
た
「
創
作
童
話
」
が
生
ま
れ
、
現
在
の
童
話
と
な
っ
て
い
る
。

外
国
で
も
十
九
世
紀
の
初
め
、
メ
ル
ヘ
ン
（
童
話
）
と
よ
ば
れ
た
。
有
名
な

グ
リ
ム
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
な
ど
が
創
作
童
話
を
生
象
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

日
本
の
児
童
文
学
の
童
話
は
、
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

初
め
を
き
ず
い
た
の
は
、
厳
谷
小
波
で
あ
る
。
一
八
九
一
年
「
こ
が
れ
丸
」
と

い
う
童
話
を
発
表
し
、
創
作
童
話
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
読
永
童

話
、
話
し
童
話
を
多
く
発
表
し
た
。
こ
の
話
し
童
話
（
口
演
童
話
）
を
大
正
以

来
、
さ
ら
に
進
め
た
の
は
久
留
島
武
彦
が
い
る
。
「
継
続
は
力
な
り
」
と
、
子

ど
も
の
心
に
光
を
与
え
た
口
演
童
話
の
達
人
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
巌
谷
小
波
の
開
拓
し
た
創
作
童
話
を
芸
術
と
し
て
広
め
た
の
が
、
小

川
未
明
で
あ
る
。
一
九
一
○
年
「
赤
い
船
」
を
最
初
の
童
話
集
と
し
て
発
表
し

今
日
の
日
本
童
話
界
の
核
を
き
ず
い
た
。
さ
ら
に
鈴
木
三
重
吉
が
、
一
九
一
八

年
「
赤
い
鳥
」
を
創
刊
し
、
一
一
一
重
吉
の
な
く
な
る
一
九
三
六
年
ま
で
出
版
さ
れ

創
作
童
話
の
価
値
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た
。
そ
の
間
、
「
赤
い
鳥
」
に
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
童
話
作
家
が
現
わ
れ
、
作

品
も
発
表
さ
れ
た
。
林
芙
美
子
の
「
蛙
」
、
坪
田
譲
治
の
「
風
の
中
の
子
供
」

な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
一
流
作
家
が
昭
和
に
は
い
っ
て
教
多
く

出
た
。
「
ひ
ろ
す
け
童
話
」
の
名
で
知
ら
れ
る
清
純
な
童
話
作
家
に
浜
田
広
介
、

東
北
の
少
年
た
ち
を
え
が
い
た
宮
沢
賢
治
の
「
風
の
又
三
郎
」
な
ど
が
あ
る
。

そ
し
て
厳
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
石
井
桃
子
の
「
ノ
ン
ち
ゃ
ん
雲
に
乗
る
」
、

与
田
準
一
の
「
五
十
一
番
目
の
ザ
ボ
ン
」
、
壷
井
栄
の
「
柿
の
木
の
あ
る
家
」

な
ど
で
あ
り
、
現
在
は
、
い
わ
ゆ
る
民
話
を
も
と
に
し
た
再
話
と
し
て
の
創
作

童
話
、
生
活
を
語
る
創
作
童
話
、
歴
史
上
の
人
物
を
究
明
す
る
も
の
、
外
国
作

家
の
作
品
を
訳
し
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
現
代
社
会
に
生
き
ぬ
こ
う
と
す
る

児
童
に
夢
を
与
え
て
い
る
。

２
読
永
味
わ
う
内
容

童
話
を
読
む
こ
と
に
、
ど
ん
な
価
値
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
児
童
を
と
り
ま

く
世
界
に
、
絵
本
、
幼
年
少
年
童
話
、
物
語
、
小
説
、
多
種
多
様
の
出
版
物
が

あ
る
。
こ
れ
ら
全
部
を
童
話
と
考
え
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

一
つ
の
絵
、
一
ペ
ー
ジ
の
文
字
か
ら
読
糸
手
が
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
想
像
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。

想
像
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
の
中
に
出
て
く
る
登
場
人
物
と
話
が
で

き
る
と
も
い
え
よ
う
。
「
楽
し
い
な
。
く
や
し
く
っ
て
。
ふ
し
ぎ
だ
ぞ
。
は
や

く
し
な
い
と
間
に
あ
わ
な
い
ぞ
。
や
っ
と
安
心
し
た
。
」
と
い
っ
た
感
動
が
わ
い

て
く
る
と
い
う
と
き
は
、
登
場
人
物
に
「
あ
あ
し
て
ほ
し
い
。
こ
う
し
た
い
。
」

と
い
う
自
分
の
願
い
が
託
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
作
品
の
中
に

読
糸
手
の
想
像
と
同
じ
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
、
自
分
の
考
え
方
と
同
じ

だ
と
満
足
す
る
。
逆
に
読
永
手
の
予
想
と
全
く
ち
が
っ
た
と
て
つ
も
な
い
世
界

が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
の
ふ
し
ぎ
さ
に
ひ
き
こ
ま
れ
て
い
っ
て
、
新
し
い

屯
の
の
見
方
、
考
え
方
を
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
作
品
に
同
化
し
た
り
、
登

場
人
物
と
話
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
知
っ
た
こ
と
、
考
え
た

こ
と
が
、
読
永
手
に
ど
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
け
ば
よ
い
か
と
暗
示
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
の
行
為
が
、
読
承
味
わ
う
内
容
で
あ
ろ
う
。

「
き
か
ん
車
や
え
も
ん
」
の
授
業
分
析
で
出
た
こ
と
の
「
や
え
し
ん
の
ひ

た
む
き
な
生
き
方
に
同
情
し
、
終
末
の
安
息
に
安
心
感
と
疑
問
の
相
補
す
る
感

情
」
が
、
人
間
と
し
て
生
き
る
姿
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ど
ん
ぎ
つ
ね
」
（
新
美
南
吉
作
）
は
、
児
童
た
ち
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

主
人
公
ど
ん
の
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
Ｉ
い
た
ず
ら
ｌ
反
省
Ｉ
罪
の
つ
ぐ
な
い

ｌ
兵
十
と
の
通
じ
あ
い
Ｉ
死
、
と
い
っ
た
筋
で
あ
る
が
、
読
ん
で
い
く
に

つ
れ
て
償
い
を
し
よ
う
と
す
る
善
意
が
、
ち
ぐ
は
ぐ
に
な
っ
て
、
と
り
か
え
し

の
つ
か
な
い
死
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
段
階
で
読
承
手
自
身
の
心

の
中
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
ら
、
話
し
た
い
こ
と
が
ら
が
、
ぐ
ぐ
っ
と
わ

い
て
く
る
。
そ
れ
が
人
間
の
生
き
方
に
暗
示
を
与
え
て
い
る
。

２
創
作
す
る
立
場
（
作
家
の
立
場
で
は
な
い
）

童
話
を
創
作
す
る
時
に
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
一

般
的
に
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
作
品
の
主
題
、
筋
の
構
成
、
こ
と
ば
の
表
現

技
術
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

よ
く
児
童
か
ら
「
童
話
に
出
て
く
る
草
や
木
、
動
物
な
ど
が
人
間
の
よ
う
な

生
活
を
し
て
い
ま
す
が
、
ほ
ん
と
う
に
話
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」

と
聞
か
れ
る
。
児
童
は
、
草
や
木
が
話
し
か
け
て
い
て
も
、
読
ん
で
い
る
時
は

不
思
議
に
思
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
児
童
自
身
が
創
作
し
よ
う
と
し
た
時
に
、

こ
の
疑
問
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
は
、
す
ぐ
解
釈
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
動
植
物
を

人
間
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
童
話
の
お
も
ち
ゃ
の
部
分
で
あ
る
。
そ
う

書
く
の
が
お
も
し
ろ
く
て
、
わ
か
り
や
す
い
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
動
植
物
の
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話
と
し
て
読
む
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
人
間
の
姿
を
話
し
て
い
る
こ
と
だ
と
気
づ

く
。
こ
の
気
づ
く
力
が
た
い
せ
つ
で
あ
り
、
作
品
の
主
題
や
、
筋
の
構
成
、
こ

と
ば
の
表
現
に
い
か
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ガ
ー
ス
・
ウ
イ
リ
ア
ム
の
「
し
ろ
い
う
さ
ぎ
と
く
ろ
い
う
さ
ぎ
」
と
い
う
童

話
（
絵
本
）
が
あ
る
、
白
と
黒
の
二
ひ
き
の
う
さ
ぎ
が
、
「
ほ
ん
と
に
そ
う
お

も
う
？
」
「
ほ
ん
と
に
そ
う
お
も
う
」
と
い
う
願
い
の
こ
と
ば
が
あ
る
。
作
者

は
き
っ
と
、
あ
る
日
突
然
に
、
そ
の
意
味
が
す
ば
ら
し
く
美
し
い
世
界
と
し
て

登
場
人
物
、
読
承
手
の
生
活
に
生
き
る
力
と
し
て
役
立
つ
と
考
え
て
い
よ
う
。

こ
う
し
た
動
植
物
を
主
人
公
に
し
た
創
作
童
話
は
、
人
間
を
書
く
こ
と
と
変

わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
動
植
物
を
主
人
公
に
し
て
も
、
人
間
を
安

易
に
お
き
か
え
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
一
匹
の
う
さ
ぎ
、
一
本
の
す
み
れ
に

し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
態
、
成
長
に
つ
い
て
調
査
し
た
う
え
で
創
作
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
生
き
も
の
の
姿
を
分
析
し
て
こ
そ
創
作
の
視
点
が
わ
か
ろ
う
。

い
ま
一
つ
は
、
動
植
物
を
主
人
公
と
し
な
い
人
間
そ
の
も
の
を
え
が
く
こ
と

で
あ
る
。
童
話
の
お
も
ち
ゃ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
の
生
活
事
実
、

人
生
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
書
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

壷
井
栄
の
「
坂
道
」
に
ふ
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
人
公
堂
本
さ
ん
の
生
き
方
が
、

働
く
人
の
正
し
さ
と
し
て
わ
か
る
。
つ
ま
り
現
実
に
あ
る
人
間
や
、
屯
の
の
す

が
た
に
形
を
い
き
い
き
と
う
つ
す
。
子
ど
も
の
生
き
て
い
く
姿
、
そ
の
子
ど
も

を
と
り
ま
く
お
と
な
や
、
家
庭
、
社
会
な
り
の
葛
藤
を
リ
ア
ル
に
え
が
き
出
し

て
、
読
糸
手
に
自
分
た
ち
は
ど
う
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
現
実
的
に
考

え
さ
せ
感
じ
と
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。

創
作
の
立
場
を
以
上
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
ふ
た
が
、
こ
と
ば
を
か
え
れ

ば
、
動
植
物
を
主
人
公
に
し
た
童
話
は
、
メ
ル
ヘ
ン
（
空
想
童
話
）
と
い
え
よ

う
。
人
間
そ
の
も
の
を
主
人
公
に
し
た
童
話
を
、
リ
ア
リ
ズ
ム
（
生
活
童
話
）

と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
両
者
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
よ
り
深

以
上
、
「
き
か
ん
車
や
え
し
ん
」
の
授
業
内
容
を
も
と
に
し
て
、
創
作
童
話

に
つ
い
て
考
え
を
記
し
て
き
た
。

現
代
社
会
の
童
話
の
と
ら
え
方
か
ら
な
が
め
る
と
、
お
と
な
が
子
ど
も
に
、

「
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
無
限
の
可
能
性
を
願
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ

の
願
い
が
、
教
材
と
し
て
、
童
話
集
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
童
話
の
発
想
が
あ
ま
り
に
も
広
い
次
元
で

と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
話
・
伝
説
の
流
れ
を
ふ
ん
だ
も
の
、

外
国
の
日
記
文
学
の
流
れ
を
ふ
ん
だ
も
の
、
ま
た
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
は
い
ら

な
い
と
い
う
も
の
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
創
作
童
話
と
い
う
文
学
が
、
現
実

の
生
活
に
く
い
こ
ん
で
き
て
い
る
と
い
え
る
。

創
作
童
話
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
仁
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

わ
た
し
自
身
、
作
品
を
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
編
、
短
編
と

公
刊
さ
れ
て
い
る
読
糸
物
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
豊
か
な
発
想
の
作
品
が
あ
ろ
う
。

ま
た
短
く
抄
訳
し
た
り
、
再
話
し
た
り
し
た
作
品
の
中
に
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た

人
間
の
愛
を
感
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
作
品
を
、
子
ど
も
の
立
場

で
読
ゑ
味
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
、
創
作
童
話
の
価
値
を
ふ
い
だ
し
て
い
く
こ
と

だ
と
考
え
る
。

（
金
沢
大
学
教
育
学
部
付
属
小
学
校
教
諭
）

い
人
生
の
真
実
を
う
か
び
だ
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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