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に
赤
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セ
ー
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ー
老
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朝
寒
も
ば

っ
と
起
き
れ
ば
さ
ほ
ど
で
も

棺
尾
花
バ
ス
停
の
名
は
古
戦
場

吹
雪
道
風
に
背
を
向
け
小
走
り
に

草
千
里
親
子
と
馬
と
春
の
風

末
黒
野
に
し
て
ほ
つ
ほ
つ
と
芽
吹
く
も
の

句
集
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朝
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よ
り
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寺

何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
が

山

崎

隆

史

数
年
前
、
と
あ
る
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
向
け
の
ゲ
ー
ム

が
ヒ
ッ
ト
し
、
テ
レ
ビ
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

当
時
は
、
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
を
操
作
し
な
が
ら
前
を
見

ず
に
歩
く
、
い
わ
ゆ
る

「歩
き
ス
マ
ホ
」
が
問
題
に

な
り
始
め
た
頃
で
、
歩
き
ス
マ
ホ
を
助
長
す
る
と
思

わ
れ
た
そ
の
ゲ
ー
ム
が
や
り
玉
に
あ
が
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
し
ば
し
ば
、
「何
の
役
に
も
立
た
な
い
物

に
夢
中
に
な
つ
て
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
人
が
い

た
の
で
す
が
、
ゲ
ー
ム
を
好
き
な
者
と
し
て
は
、
そ

ん
な
的
外
れ
な
意
見
を
残
念
に
思
い
ま
し
た
。
　
　
・

ゲ
ー
ム
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
娯
楽
の

一
種
で
一

あ
り
、
「役
に
立
た
な
い
け
れ
ど
も
楽
し
い
」
の
が

一

娯
楽
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
相
撲
取
り

一

を
評
価
す
る
の
に
い
歌
を
歌
う
の
が
上
手
だ
と
か
下

一

手
だ
と
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
で
し
よ
う
。
同
様
に
、

娯
楽
に
と
つ
て
役
に
立
つ
か
ど
う
か
は
重
要
な
事

一

で
は
無
い
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

む
「

の ヵ、
―ま し
行
獄
け
い
耐
成

で 立
ｔ
効
綺
慟
餞
盪

力ヽ だ
舞
れ

一

だ
と
か
伝
統
だ
と
か
社
会
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
っ
一

た
言
い
訳
を
す
る
の
で
す
。
」ゝ
の
言
い
訳
が
上
手
く

一

辟

疑

鐸

騨

撤

魔

獅

一
１
８
８
９
～
１
９
７
１
）
と
い
う
作
家
は
、
鉄
道
に

乗
る
事
を
娯
楽
に
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
後
ろ
め

た
く
感
じ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
娯
楽
が

「役
に
立

つ
」
こ
と
を
不
純
物
の
よ
う
に
感
じ
る
よ
う
で
、
『
特

別
阿
房
列
車

（と
く
べ
つ
あ
ほ
う
れ
っ
し
や
こ

と

い
う
随
筆
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

な
ん
に
も
用
事
が
な
い
け
れ
ど
、
汽
車
に
乗

っ
て
大
阪

へ
行
っ
て
来
よ
う
と
思
う
。
　

（略
）

し
か
し
用
事
が
な
い
と
い
う
、
そ
の
い
い
境
涯

は
片
道
し
か
味
わ
え
な
い
。
な
ぜ
と
云
う
に
、

行
く
と
き
は
用
事
は
な
い
け
れ
ど
、
向
う

へ
着

い
た
ら
、
着
き
っ
放
し
と
云
う
わ
け
に
は
行
か

な
い
の
で
、
必
ず
帰
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
、
帰
り
の
片
道
は
冗
談
の
旅
行
で
は
な

い
。
そ
う
云
う
用
事
の
あ
る
旅
行
な
ら
、　
一
等

に
な
ん
か
乗
ら
な
く
て
も
い
い
か
ら
二
等
で

帰
っ
て
来
よ
う
と
思
う
。

私
だ
っ
て
、
読
書
は
好
き
で
す
が
、
「お
も
し
ろ

い
か
ら
読
め
」
で
は
な
く

「教
養
の
た
め
に
読
め
」

と
言
わ
れ
た
ら
、
読
む
気
を
無
く
す
と
思
い
ま
す
。

娯
楽
は
た
だ
楽
し
め
ば
良
い
と
思
う
の
で
す
。

さ
て
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
ゲ
ー
ム

が
遊
ん
で
楽
し
い
か
ど
う
か
と
、
そ
の
ゲ
ー
ム
を
ど

の
位
ど
の
よ
う
に
遊
ぶ
べ
き
か
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ

で
別
の
問
題
な
の
で
す
。

歩
き
ス
マ
ホ
。
な
が
ら
ス
マ
ホ
は
、
絶
対
に
や
め

ま
ド
し
よ

，り
。



酒
を
愛
で
歌
を
愛
し
た
父山

崎

睦

昭
和
十
三
年
五
月
、
縁
あ

っ
て
浄
國
寺

へ
嫁
ぎ
、

父
隆
英
と
の
生
活
が
始
ま

っ
た
。
し
か
し
健
康
な
父

と
の
生
活
は

一
年
半
に
も
満
た
な
く
、
父
は
脳
卒
中

に
倒
れ
、
戦
前
戦
後
、
十

一
年
の
療
養
生
活
を
送
る
。

け
れ
ど
も
私
に
と

っ
て
非
常
に
あ
た
た
か
い
父
で

水
も
も
ら
さ
ぬ
夫
婦
の
中
に

た
ま
に
喧
嘩
の
波
も
立

つ

と
自
作
の
歌
を
詠
み
、
悪
戯

っ
子
の
よ
う
に
笑
い
な

が
ら
私
の
顔
を
の
ぞ
き
込
ま
れ
も
し
た
。

父
は
酒
が
大
好
き
、
そ
も
そ
も
浮
國
寺
は
代
々
酒

好
き
で

「
高
田
の
寺
院
酒
番
付
で
東
の
大
関
の
地
位

を
今
だ
に
守

っ
て
い
る
」
と
よ
く
聞
か
さ
れ
た
。

私
が
浄
國
寺

へ
来
る
時
も

「
朝
酒
、
晩
酌
だ
け
は

嫌
な
顔
を
し
な
い
で
ほ
し
い
」
が
約
束
だ

っ
た
。

日
々
の
生
活
は
、
夜
の
八
時
こ
ろ
に
は
床
の
中
、

翌
朝
早
く
か
ら
庭
に
出
て
植
木
の
見
回
り
と
手
入
れ
、

そ
れ
か
ら
お
も
む
ろ
に
縁
先
に
お
膳
を
持
出
し
、　
一

口
呑
ん
で
は
植
木
の
所

へ
、
又

一
口
呑
ん
で
は
植
木

へ
と
、
十

一
時
こ
ろ
ま
で
ゆ

っ
く
り
と
続
く
。
今
に

し
て
思
え
ば
良
き
時
代
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

庭
い
っ
ぱ
い
に
並
べ
ら
れ
た
植
木
鉢
は
三
百
余
鉢

実
生
、
取
木
と
自
分
で
育
て
ら
れ
た
も
の
が
殆
ど
で

た
ま
に
訪
れ
た
人
が

一
こ
の
枝
を
切
ら
れ
た
ら
」
と

す
す
め
て
も

「
折
角
い
ま
ま
で
延
ば
し
て
き
た
の
だ

か
ら
」
と
頑
と
し
て
譲
ら
な
い
と
こ
ろ
な
ど
、
父
ら

し
い
温
か
さ
を
感
じ
た
。

本
好
き
で
、
晩
酌
の
後
、
夜
お
そ
く
ま
で
読
書
を

し
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
義
兄

金
子
大
栄
先
生
の
説
か
れ
た

『
二
．河
讐
』
の
本
を
片

時
も
離
さ
れ
ず
、
外
出
の
時
は
そ
れ
を
懐
に
入
れ
胸

を
膨
ら
ま
せ
出
掛
け
ら
れ
た
。

一
面
正
義
感
が
強
く
、
曲
が

っ
て
い
る
と
な
れ
ば

ど
ん
な
相
手
で
も
立
ち
向
か

っ
て
行
か
れ
る
。
先
年

亡
く
な
ら
れ
た
暁
鳥
先
生
は
、
高
田

へ
お
出
掛
け
に

な
る
と
よ
く
父
を
訪
ね
て
来
ら
れ
た
。
そ
し
て

「
よ

う
―
越
後
の
名
物
男
」
と
病
気
の
父
を
励
ま
さ
れ
た
。

か
の
大
養
首
相
と
も
や
り
取
り
し
た
ら
し
く
、
首

相
か
ら
父
宛
の
手
紙
も
残

っ
て
い
る
。

師
に
も
友
に
も
恵
ま
れ
た
父
は
、
師
を
友
を
敬
い

大
切
に
さ
れ
た
。

父
は
、
若
い
こ
ろ
よ
り
短
歌
に
勤
し
み
歌
作
り
に

熱
心
で
あ

っ
た
。
折
り
に
つ
け
歌
を
詠
み
、
出
来
た

作
品
を
家
の
者
や
友
人
に
見
せ
て
楽
し
ん
で
い
た
。

浄
國
寺
の
庫
裡
裏
庭
に

一
つ
の
歌
碑
が
建

っ
て
い
る
。

土
筆
生
き
む
願
い
の

一
筋
に

大
地
を
割
り
て
伸
び
出
で
に
け
り

大
　
水

大
水
は
父
の
歌
の
雅
号
、
歌
碑
に
書
か
れ
た
字
は

夫

・
武
雄

（
父
の
次
男
）
の
筆
に
よ
る
も
の
だ
。

い
つ
頃
か
父
は

「
自
選
歌
集
」
を
出
す
こ
と
を
発

心
し
、
こ
つ
こ
つ
と

一
人
で
そ
の
作
業
を
進
め
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
金
子
大
栄
先
生
の
序
文
ま
で
付
け

ら
れ
、
整
理
さ
れ
た
歌
集
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。

原
稿
の
日
付
は
昭
和
十
五
年
八
月
十
四
日
、
六
十

歳
で
脳
卒
中
で
倒
れ
る
二
年
前
の
こ
と
。

歌
集
発
刊
の
こ
と
は
、
父
が
病
に
倒
れ
た
こ
と
、

戦
争

へ
の
突
入
、
戦
後
の
混
乱
と
続
き
、
日
の
目
を

見
ず
に
終
わ

っ
た
。

よ
う
や
く
歌
集

『
願
生
』
と
し
て
出
さ
れ
の
は
、

四
十
三
年
後
の
、
夫
武
雄
の
三
回
忌
を
迎
え
た
昭
和

五
十
八
年
四
月
二
十
日
で
あ

っ
た
。

こ
こ
ま
で
延
び
延
び
に
な
り
、
父
に
は
申
し
訳
な

く
思
う
と
と
も
に
、
そ
れ
で
も
世
に
出
す
こ
と
が
で

き
何
か
安
ら
ぐ
も
の
が
あ
る
。

柄
に
も
な
く
机
の
中
を
整
理
し
て
い
た
ら
偶

然
に
母
睦
の
原
稿
が
出
て
き
ま
し
た
。

三
十
六
年
も
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
父

武
雄
の
三
回
忌
法
要
を
期
に
、
長
年
の
懸
案
で

あ

っ
た
祖
父
隆
英
の
歌
集

『
願
生
』
を
発
刊
、

そ
の
折
り
に
母
が
書
い
た
も
の
で
す

母
は
日
ご
ろ
よ
り

「
私
は
お
父
さ
ん

（隆
英
）

か
ら

一
度
も
嫌
な
思
い
を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が

な
か

っ
た
」
と
話
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の

文
に
も
、
そ
れ
が
滲
み
出
て
い
ま
す
。

な
お
歌
集

『
願
生
』
は
、
ま
だ
在
庫
が
あ
り

ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

お
配
け
い
た
し
ま
す
　
　
　
　
　
（隆
昌
記
）



オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
と
死
刑
制
度

Ｑ
凶
悪
犯
罪

へ
の
抑
止
効
果

山

崎

隆

昌

昨
夏

は
異
常
に
暑
い
目
が
続
き
、
そ
の
上
に
、
集

中
豪
雨
、
地
震
、
台
風
な
ど
各
地
で
自
然
の
猛
威
に

さ
ら
さ
れ
た
夏
で
し
た
。
こ
の
異
常
気
象
が
、
こ
れ

か
ら

一
普
通
」
に
な
る
の
か
もヽ
し
れ
ま
せ
ん

猛
暑
の
七
月
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
麻
原
彰
晃
ら
十

二
人
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。

死
刑
囚
の
罪
科
は
、
坂
本
弁
護
士

一
家
殺
人
事
件
、

松
本
サ
リ
ン
事
件
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
、
い
ず
れ

も
残
虐
で
凄
惨
な
テ
ロ
行
為
で
全
く
許
さ
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
突
然
の
よ
う
に́
行
わ
れ
た
十
二
人
も
の

死
刑
執
行
の
ニ
ュ
ー
ス
に
、
私
は
何
か
も
や
も
や
と

し
た
気
味
の
悪
い
も
の
を
覚
え
ま
し
た
。

自
分
自
身
、
前
か
ら
日
本
の
死
刑
制
度
に
つ
い
て

違
和
感
を
感
じ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス

に
そ
の
よ
う
な
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
　
　
．

オ
ウ
ム
の
死
刑
執
行
後
の
朝
日
新
聞
の
世
論
調
査

に
よ
れ
ば
、
死
刑
制
度
の
存
続
賛
成
が
５７
％
ヽ
制
度

廃
止
賛
成
が
４‐
％
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
が
２
％

で
し
た
。
日
本
で
は
依
然
と
し
て
死
刑
制
度
存
続
が

多
数
派
で
す
。
死
刑
制
度
存
続

・
廃
止
の
議
論
で

死
刑
制
度
存
続
に
賛
成
の
考
え
方
に
は

０
凶
悪
犯
罪
者
は
命
を
も

っ
て
罪
を
償
う
べ
き

②
被
害
者
遺
族
に
死
を
も

っ
て
謝
罪
す
べ
き

な

ど

死
刑
制
度
は
廃
止
す
べ
き
の
考
え
方
に
は

田
人
が
人
を
殺
す
こ
と
は
人
の
道
に
反
す
る

②
誤
判
、
冤
罪
に
対
す
る
救
済
の
道
が
断
た
れ

る

（人
間
に
は
誤
り
は
不
可
避
と
考
え
る
）

０
凶
悪
犯
罪
の
抑
止
に
は
な
ら
な
い
　
　
な
ど

国
際
的
に
み
れ
ば
、
死
刑
制
度
を
存
続
し
て
い
る

国
は
少
数
派
で
す
。
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
日
本
に
よ
る
と

世
界

一
九
八
ケ
国

・
地
域
の
う
ち
、　
一
四
二
ケ
国
が

廃
止

・
停
止
し
て
い
ま
す
。
な
お
存
続
し
て
い
る
国

は
五
十
六
ケ
国
で
３０
％
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

先
進
国
と
い
わ
れ
る
経
済
開
発
協
力
機
構

（
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
）
の
加
盟
三
十
六
ケ
国
の
う
ち
、
死
刑
制
度
が

残
る
の
は
日
本
と
米
国
、
韓
国
の
ニ
ケ
国
だ
け
で
、

韓
国
は
十
年
以
上
停
止
し
て
お
り
、
米
国
で
も
半
数

近
い
州
が
廃
止
や
停
止
を
し
て
い
ま
す
。

欧
州
連
合

（
Ｅ
Ｕ
）
は

「
生
命
の
尊
厳
」
の
基
本

理
念
か
ら
死
刑
制
度
廃
止
が
加
入
条
件
で
す
。

逆
に
制
度
を
維
持
す
る
国
は
、
ア
ジ
ア
や
中
東
に

多
く
残
り
ま
す
。
個
人
の
生
命
、
生
き
る
権
利
な
ど

に
対
す
る
歴
史
や
文
化
の
違
い
で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
英
国
が
死
刑
制
度
を
廃
止
し
た
の
は
、

５０
年
前
の

一
九
六
九
年
の
こ
と
で
す
。

日
本
の
憲
法
は

「
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
の
禁
止

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
ま
す

第
二
十
六
条
　
公
務
員
に
よ
る
拷
間
及
び
残
虐
な

刑
罰
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁
ず
る

絞
首
刑
は
残
虐
な
刑
罰
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

最
高
裁
判
例
は

「
残
虐
で
は
な
い
」
と
判
断
し
ま
す
。

真
宗
大
谷
派
は
、
死
刑
執
行
三
日
後
の
七
月
九
日

『
死
刑
執
行
の
停
止
、
死
刑
廃
上
を
求
め
る
声
明
』

を
宗
務
総
長
の
名
で
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
は

「
死
刑
の
執
行
は
、
根
源
的
に
罪
悪
を
抱
え
た
人
間

の
間
を
自
己
に
問
う
こ
と
な
く
、
他
者
を
排
除
す
る

こ
と
で
解
決
と
み
な
す
行
為
で

（略
）
、
罪
を
犯
じ

た
人
が
そ
の
罪
に
向
き
合
い
償
う
機
会
そ
の
も
の
を

奪
い
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
、
死
刑
廃
止
は

「
ど
の
人

も
救
う
と
誓
わ
れ
た
阿
弥
陀
の
本
願
の
教
え
に
基
づ

く
」
も
の
と
表
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

親
鸞
は

「
悪
人
正
機
」
を
説
か
れ
、

『
歎
異
抄
』

‐３
章
で

「
わ
が
心
の
よ
く
て
ひ
と
を
こ
ろ
さ
ぬ
に
あ

ら
ず
。
ま
た
害
せ
じ
と
お
も
う
と
も
百
人
千
人
を
こ

ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
最
後
の
親
鸞
』
の
著
者
吉
本
隆
明
は

一‐親
鷲
だ

っ

た
ら
麻
原
彰
晃
は
往
生
で
き
る
と
言
う
で
し
ょ
う
か

？
」
の
質
問
に
、

「
間
違
い
な
く
、
往
生
で
き
る
と

一百
う
で
し
ょ
う
」
と
、
確
た
る
国
調
で
答
え
た
と
い

い
ま
す

（中
島
岳
志
著

『
親
鸞
と
日
本
主
義
』
）

こ
の
事
件
で
最
も
大
切
な
事
は
、
オ
ウ
ム
の
教
義

が
ど
の
よ
う
に
無
差
別
テ
ロ
事
件
と
結
び
付
い
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
が
闇
の
ま
ま
で
す
。

真
宗
大
谷
派
教
団
に
は
、
戦
前
、
親
鸞
教
学
の
上

か
ら
戦
争
参
加
を
熱
心
に
説
い
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

教
義
と
実
践
、
信
心
と
行
動
が
問
わ
れ
て
い
る
、

そ
の
意
味
で
、
オ
ウ
ム
の
事
件
は
私
の
問
題
で
す
。
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子
代
筆
っ
「
刊

r

私
は
華
。
パ
グ
犬
の
雌
。
た
だ
今
十

一
才
と
八
カ

月
。
こ
の
冬
は
ま

ァ
暖
か
い
方
だ

っ
た
と
は
思
う
け

れ
ど
、
私
は
冬
も
嫌
い
。
だ

っ
て
寒
い
ん
だ
も
の
。

と
は
言
え
、
私
は
二
十
四
′時

間
エ
ア

・
コ
ン
の
効
い

た
部
屋
に
居
る
の
だ
か
ら
こ
れ
以
上
の
贅
沢
は
言
え

な
い
。

母
さ
ん
は
私
に
似
て
？
暑
さ
寒
さ
に
滅
法
弱
い
。

そ
の
く
せ
、
暖
房
は
兎
も
角
、
夏
の
ク
ー
ラ
ー
は
苦

手
と
い
う
厄
介
な
人
で
あ
る
。
良
く
言
え
ば
敏
感
、

あ
る
い
は
繊
細
、
悪
く
言
え
ば
こ
ら
え
性
が
無
い
。

あ
る
い
は
我
儘
。
で
も
こ
れ
は
内
緒
だ
よ
。
だ

っ
て

モ
ノ
の
感
じ
方
は
個
人
差
が
大
き
い
し
、
母
さ
ん
は

低
体
温
だ
か
ら
ク
ー
ラ
ー
の
中
に
居
続
け
る
と
、
体

の
芯
ま
で
冷
た
く
な

っ
て
、
揚
げ
句
気
分
ま
で
悪
く

な
る
ん
だ

っ
て
。
そ
の
点
私
は
随
分
お
気
楽
。

母
さ
ん
は
本
来
、
大
や
猫
を
育
て
た
い
と
思
う
程

の
興
味
は
な
か

っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
い
ざ
ワ
ン
公
と

暮
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
時
、
獣
医
さ
ん
に
言
わ
れ
た

の
だ
。

「
こ
の
大
種
は
夏
は
冷
房
、
冬
は
暖
房
を
し
っ

か
り
や

っ
て
や
ら
な
い
と
可
哀
想
で
す
か
ら
ね
」
。

母
さ
ん
は
電
気
代
な
ど
気
に
し
な
が
ら
も
律
義
に
そ

れ
を
守

っ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
私
は
年
中

快
適
。
あ
る
意
味
軟
弱
な
ワ
ン
公
で
あ
る
。

ダ

ッ
ク
ス
フ
ン
ト
を
飼

っ
て
い
る
セ
ツ
コ
さ
ん
は

「
う
ち
な
ん
て
真
夏
も
真
冬
も
玄
関
の
た
た
き
で
過

ご
し
て
い
る
の
に
華
ち
ゃ
ん
は
幸
せ
だ
ね
ぇ
」
と
半

ば
呆
れ
て
笑
い
な
が
ら
頭
を
な
で
て
く
れ
る
。

寒
が
り
の
母
さ
ん
に
対
し
て
、
父
さ
ん
は
寒
さ
に

も
強
い
。
真
冬
で
も
朝
早
く
起
き
て
動
き
出
す
。
寒

さ
へ
の
不
満
を
か
こ
つ
こ
と
が
な
い
。

正
反
対
の
二
人
だ
か
ら
時
々
す
れ
違
う
の
を
目
撃

す
る
こ
と
が
あ
る
。

「
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
、
こ
の

寒
さ
。
好
い
加
減
に
し
て
貰
い
た
い
わ
」
と
母
さ
ん

が
言
う
。

「
で
も
こ
れ
が
常
態
に
な

っ
て
い
く
か
も

知
れ
な
い
ん
だ
よ
。
気
候
は
随
分
変
な
こ
と
に
な

っ

て
る
か
ら
ね
」
と
父
さ
ん
が
返
す

母
さ
ん
の

「
ム
ッ
ー
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
よ

う
な
気
が
し
た
の
は
私
の
錯
覚
な
の
だ
け
れ
ど
、
母

さ
ん
は
明
ら
か
に
つ
ま
ら
な
そ
う
な
顔
に
な

っ
て
い

る
。
母
さ
ん
の
心
の
声
が
聞
こ
え
る
。

「
ま
た
、
こ

れ
だ
。
私
は
別
に
解
説
や
評
論
を
聞
き
た
い
ん
じ
ゃ

な
い
の
に
。
た
だ
共
感
し
て
も
ら
い
た
い
だ
け
な
の

に
ね
。
こ
の
寒
さ
に
は
参

っ
て
し
ま
う
ね
　
っ
て
」

母
さ
ん
の
何
と
な
く
不
機
嫌
が
気
に
は
な
る
け
ど

父
さ
ん
に
は
さ

っ
ば
り
察
し
が
つ
か
な
い
ら
し
い
。

二
人
の
ど
こ
か
ヨ
ソ
ヨ
ソ
し
い
雰
囲
気
に
、
隆
史

兄
さ
ん
と
直
子
さ
ん
が
気
付
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
。
母
さ
ん
、
何
と
か
取
り
繕
う
こ
と
も
あ
る
け
ど

時
に
よ

っ
て
ツ
ン
ケ
ン
が
止
ま
ら
な
い
。
そ
ん
な
時

優
し
い
二
人
は
気
付
か
な
か

っ
た
こ
と
に
し
て
、
早

々
に
退
散
し
て
く
れ
る
の
だ
。

父
さ
ん
と
母
さ
ん
　
今
年
の
秋
に
は
結
婚
五
十
年

な
ん
だ

っ
て
。
こ
ん
な
ふ
う
に
五
十
年
も
過
ご
し
て

来
た
の
か
な

ァ
。

仲
が
良
い
よ
う
な
　
そ
れ
程
で
も
な
い
よ
う
な
、

ヘ
ン
な
夫
婦
だ
な
と
時
々
思
う
。
し
か
し
な
に
し
ろ

私
自
身
は
結
婚
と
い
う
も
の
を
し
た
こ
と
が
な
い
し

主
に
観
察
で
き
た
の
は
こ
の
二
人
の
こ
と
だ
け
で
、

し
か
も
た
か
だ
か
十
年
余
り
の
こ
と
だ
も
の
ね
。
案

外
世
の
中
の
夫
婦

っ
て
こ
ん
な
モ
ン
な
の
か
な
。

こ
こ
ま
で
思
い
の
ま
ヽ
つ
ぶ
や
い
て
、
私
は
少
し

不
安
に
な
る
。
山
崎
さ
ん
ち
の
あ
れ
こ
れ
を
、
こ
ん

な
に
気
儘
に
つ
ぶ
や
い
て
し
ま

っ
て
良
い
の
だ
ろ
う

か
。ま

し
て
私
は
先
回
、
個
人
情
報
云
々
と
さ
か
し
ら

に
言

っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
か
。
し
か
も
今
回
は
少

し
母
さ
ん

へ
の
肩
入
れ
が
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

代
筆
者

へ
の
遠
慮
？
付
度
？
は
た
ま
た
ゴ
マ
ス
リ
な

の
か
な
。

う

―
ん

　

マ

・
イ
イ
か
―

（以
下

次
号
）

過
日
、山
岳
の
岳
が
思
い
出
せ
な
か

っ
た
。
頭
の
中

で
漢
字
の
連
想
ゲ
ー
ム
、
私
は

一
人
あ
せ

っ
て
し
ま

う
。
山
は
分
か
る
の
だ
が
丘
を
思
い
出
せ
な
い
。

（あ
―
、
と
う
と
う
始
ま

っ
た
の
か
）
と
の
思
い
が

よ
ぎ
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
日
々
つ
き

つ
け
ら
れ
る

老
化
現
象
。
こ
ん
な
簡
単
な
文
字
を
思
い
出
せ
な
い

と
悶
々
と
し
始
め
た
時
、
ふ
と
丘
に
山
だ
と
思
い
当

た
り

一
先
ず
ホ
ッ
と
す
る
。
七
十
代
の
日
々
。
（慎
）


