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1
　
問
題
の
所
在

今
西
祐
行
作
「
一
つ
の
花
」
は
、
一
九
五
三
年
一
一
月
「
教
育
技
術
」

に
発
表
さ
れ
、
七
四
年
日
本
書
籍
版
小
学
校
国
語
教
科
書
四
年
生
に
初
め

て
採
用
さ
れ
た
。
以
来
、
複
数
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
続
け
て
お
り
、
共

通
教
材
・
定
番
教
材
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
小
学
校
の
定
番
教
材
な
ら
、

ほ
か
に
も
「
ス
イ
ミ
ー
」（
一
・
二
年
生
）、「
お
て
が
み
」（
一
・
二
年
生
）、

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」（
四
年
生
）、「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
（
が
ん
）」（
五
年

生
）
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、「
一
つ
の
花
」
は
、
い

わ
ゆ
る
戦
争
児
童
文
学
・
平
和
教
材
と
い
う
点
で
他
の
定
番
教
材
と
は
一

線
を
画
し
て
い
る
。
各
教
科
書
会
社
は「
川
と
ノ
リ
オ
」（
教
育
出
版
）、「
ヒ

ロ
シ
マ
の
う
た
」（
東
京
書
籍
）、「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」（
光
村

図
書
）
と
い
っ
た
よ
う
に
独
自
の
戦
争
児
童
文
学
を
採
用
し
て
い
る
が
、

「
一
つ
の
花
」
だ
け
は
共
通
教
材
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は

け
っ
し
て
少
な
く
な
い
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
一
つ
の
花
」
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
戦
争
を
戦
争
と
し

語
り
の
行
方

─ 

「
一
つ
の
花
」（
今
西
祐
行
）
の
場
合 

─
丹

藤

博

文

て
表
象
し
得
て
い
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
た
り
、
小
学
生
に
読
ま
せ
る

の
に
適
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
疑
問
が
出
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
戦
後

七
○
年
以
上
が
経
過
し
、
戦
争
体
験
の
継
承
が
問
題
化
す
る
中
で）

1
（

、
戦
争

児
童
文
学
・
平
和
教
材
と
し
て
の
共
通
教
材
で
あ
る
「
一
つ
の
花
」
の
読

み
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

2
　「
一
つ
の
花
」
は
平
和
教
材
で
あ
る

小
学
校
の
文
学
教
材
、
平
和
教
材
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
「
一
つ
の
花
」
は
、

教
室
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
教
材
選
定
の
理
由
や
授
業
の
め
あ
て
と
し
て
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。『
作
品
別　

文
学
教
育
実
践
史
事
典
』
で
は
、「
1　

こ
の
教
材
で
何

を
教
え
る
か
」
に
お
い
て
、
次
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
戦
争
の
残
酷
さ
と
そ
れ
で
も
破
壊
さ
れ
尽
く
し
得
な
い
尊
い
も
の

②
平
和
を
愛
す
る
心）

（
（

［
傍
線
は
丹
藤
。
以
下
同
じ
］
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「
戦
争
の
残
酷
さ
」「
平
和
を
愛
す
る
心
」
と
い
っ
た
戦
争
に
か
か
わ
る

こ
と
が
主
要
な
目
標
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

次
に
、『
実
践
国
語
研
究
別
冊　
「
一
つ
の
花
」
の
教
材
研
究
と
全
授
業

記
録
』
で
は
、
指
導
目
標
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

登
場
人
物
の
気
持
ち
や
行
動
と
場
面
の
様
子
と
を
結
び
つ
け
て
読

み
、
親
子
の
情
愛
を
深
く
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
、
平
和
を
願
う
心

を
育
て
る）

（
（

。

「
平
和
を
願
う
心
を
育
て
る
」
ば
か
り
で
な
く
、「
親
子
の
情
愛
を
深
く

理
解
さ
せ
る
」
た
め
に
、「
登
場
人
物
の
気
持
ち
や
行
動
と
場
面
の
様
子

と
を
結
び
つ
け
て
読
」
む
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。

全
国
国
語
教
育
実
践
研
究
会
編
『
物
語
重
要
教
材
の
授
業　

小
学
校
4

年
』
で
は
、「
指
導
の
方
針
」
と
し
て
、「
戦
争
と
い
う
厳
し
い
状
況
の
中

で
精
一
杯
生
き
た
人
間
の
思
い
に
迫
ら
せ
、
平
和
の
尊
さ
を
強
く
感
じ
と

ら
せ
た
い
と
考
え
る
」）

4
（

と
さ
れ
、「
指
導
目
標
」
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

①
戦
争
と
い
う
状
況
の
中
で
一
つ
の
喜
び
も
も
ら
え
そ
う
も
な
い
ゆ

み
子
に
、明
る
く
健
や
か
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、

「
一
つ
の
花
」（
コ
ス
モ
ス
）
を
手
渡
し
て
去
っ
て
い
く
父
親
の
心
情

と
、
そ
の
父
親
の
願
い
を
受
け
継
い
だ
母
親
の
心
情
を
、
明
る
く
成

長
し
た
ゆ
み
子
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
読
み
取
ら
せ
る）

（
（

。

ま
た
、「
主
題
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
、
わ
が
子
の
幸
せ
を
願
う
親
の
愛
情
や
、
平
和
な
生
活

を
無
情
に
踏
み
に
じ
り
、
親
子
の
き
ず
な
ま
で
断
ち
切
っ
て
し
ま
う

戦
争
を
否
定
し
、
平
和
の
尊
さ
を
訴
え
て
い
る
。

　

児
童
に
「
一
つ
の
花
」
の
深
い
意
味
を
考
え
さ
せ
、
こ
れ
に
込
め

ら
れ
た
父
親
の
願
い
、
両
親
の
心
情
を
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

主
題
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る）

（
（

。

傍
線
と
二
重
傍
線
に
分
け
て
示
し
た
よ
う
に
、「
戦
争
」
や
「
平
和
」

の
ほ
か
に
「
父
親
」
や
「
親
」
の
心
情
の
二
つ
が
、「
一
つ
の
花
」
に
お

い
て
読
ま
れ
る
べ
き
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
父
親
の
娘
に

対
す
る
愛
情
、
そ
れ
を
引
き
裂
く
戦
争
の
「
悲
惨
」
さ
・「
非
人
間
」
性
、

そ
こ
か
ら
平
和
の
尊
さ
を
理
解
さ
せ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に「
一
つ
の
花
」

の
教
材
と
し
て
の
価
値
が
認
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
発
問
・
学
習
課
題
と
し
て
、
読
み
に
か
か
わ
っ
て
次
の
よ
う
な

課
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

①　
「
一
つ
の
花
」
の
意
味

② 　

お
父
さ
ん
は
な
ぜ
「
ふ
か
い
た
め
息
」
を
つ
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
、「
そ
ん
な
と
き
、
お
父
さ
ん
は
き
ま
っ
て
、
ゆ
み
子
を
め
ち
ゃ

く
ち
ゃ
に
た
か
い
た
か
い
す
る
」
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
気
持
を

考
え
よ
う
。（「
一
つ
の
花
」
本
文
の
引
用
は
、『
今
西
祐
行
全
集　

第

四
巻
』［
偕
成
社
、
一
九
八
七
年
］
に
拠
る
。
以
下
、
同
じ
。）
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③ 　

お
父
さ
ん
は
、
な
ぜ
ゆ
み
子
に
「
一
り
ん
の
コ
ス
モ
ス
の
花
」
を

あ
げ
た
の
か
。
ま
た
、「
だ
い
じ
に
す
る
ん
だ
よ
う
…
…
」
と
言
っ

た
お
父
さ
ん
の
気
持
ち
は
ど
ん
な
も
の
か
。

④ 　

十
年
後
の
お
母
さ
ん
と
ゆ
み
子
の
様
子
。「
コ
ス
モ
ス
の
ト
ン
ネ

ル
」
の
意
味
。

次
に
、
先
に
あ
げ
た
『
実
践
国
語
研
究
別
冊　
「
一
つ
の
花
」
の
教
材

研
究
と
全
授
業
記
録
』
に
お
け
る
最
終
的
な
児
童
の
感
想
文
を
引
く
。

Ｃ　
『
一
つ
し
か
な
い
大
切
な
命
』

（
前
略
・
引
用
者
）

　

戦
争
に
よ
っ
て
、
町
が
は
い
に
な
り
、
人
の
命
も
ゴ
ミ
く
ず
の
よ

う
に
消
え
去
っ
て
い
く
。
そ
し
て
楽
し
い
家
族
の
生
活
も
こ
わ
さ
れ

て
い
く
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
人
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
人
の
未
来
も
ゆ
め
も
す
べ
て
消
し
と
ば
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
ゆ
み
子
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
お
父
さ
ん
は
父
親

と
し
て
わ
が
子
の
し
ょ
う
ら
い
を
心
配
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
お
父

さ
ん
に
で
き
る
こ
と
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
高
い
高
い
を
し
て
あ
げ
る

事
で
し
た
。
本
当
な
ら
も
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
て
あ
げ
た
か
っ

た
ろ
う
に
…
…
。
そ
し
て
何
よ
り
も
ゆ
み
子
の
す
く
す
く
と
成
長
し

て
い
く
す
が
た
を
見
た
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ゆ
み
子
の
お
父
さ
ん
以
外
に
も
吉
田
先
生
が
戦
争
で
な
く
な
っ
た

人
の
手
紙
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
時
、

わ
た
し
は
、
親
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
子
ど
も
の
こ
と
を
ど
ん
な

に
心
配
し
て
い
る
の
か
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
一
人
一
人
が
、

そ
の
家
族
の
人
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
大
切
で
か
け
が
え
の
な
い
も
の

か
を
学
び
ま
し
た
。

　

お
父
さ
ん
が
い
こ
つ
と
な
っ
て
帰
っ
て
き
た
時
、
ゆ
み
子
の
お
母

さ
ん
は
ど
ん
な
に
悲
し
か
っ
た
だ
ろ
う
、
ど
ん
な
に
つ
ら
か
っ
た
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
ゆ
み
子
が
生
き
て
い
る
か
ら
ま
だ
い
い

と
は
け
っ
し
て
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ゆ
み
子
の
大

切
な
一
つ
し
か
な
い
命
を
必
死
で
守
っ
て
生
き
ぬ
い
て
い
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

命
と
い
う
も
の
は
、
け
っ
し
て
数
で
は
か
ん
じ
ょ
う
で
き
な
い
も

の
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

　

ゆ
み
子
は
、
そ
ん
な
お
母
さ
ん
の
愛
情
で
大
き
く
な
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
最
後
に
、
身
も
心
も
成
長
し
て
、
元
気
で
買
い
物
に
で

か
け
て
い
く
ゆ
み
子
の
す
が
た
を
見
送
る
お
父
さ
ん
が
、
こ
の
お
話

に
で
て
き
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す）

（
（

。

平
和
教
材
と
一
口
に
言
っ
て
も
、「
一
つ
の
花
」
の
場
合
、
父
親
の
幼

い
娘
に
対
す
る
愛
情
が
戦
争
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
、
そ
こ
に
戦
争
の
非

人
間
性
な
り
悲
惨
さ
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
が
特
質
と
し
て
指
摘
で
き

よ
う
。
引
用
し
た
児
童
の
感
想
文
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、二
重
傍
線
す
な
わ
ち
「
お
父
さ
ん
」「
お
母
さ
ん
」
の
語
彙
が
「
戦

争
」
よ
り
多
い
ほ
ど
で
あ
る
。
父
親
の
視
点
か
ら
戦
争
を
と
ら
え
、
父
親
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の
気
持
ち
に
立
つ
こ
と
が
「
一
つ
の
花
」
の
構
造
的
な
特
徴
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

3
　「
一
つ
の
花
」
は
平
和
教
材
か

「
一
つ
の
花
」
の
実
践
報
告
に
お
け
る
児
童
の
発
言
・
感
想
を
読
ん
で

い
る
と
、
読
者
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。「
コ
ス
モ
ス
の
花
が
ゴ
ミ
捨
て
場
」）

（
（

に
咲
い
て
い
る
こ
と
に
違

和
感
を
抱
き
、コ
ス
モ
ス
だ
っ
た
ら
普
通
は
一
本
で
咲
く
こ
と
は
な
く「
五

本
く
ら
い
は
さ
い
て
い
た
と
思
う
」）

（
（

と
不
思
議
に
思
い
、「
お
父
さ
ん
は
、

な
ぜ
、
ゆ
み
子
じ
ゃ
な
く
て
一
つ
の
花
を
見
つ
め
な
が
ら
、
汽
車
に
乗
っ

て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
な
あ
と
思
っ
た
」）

（1
（

と
い
う
こ
の
作
品
に
と
っ
て

核
心
を
突
く
問
い
を
持
っ
て
い
る
。
最
も
多
い
の
は
、
ゆ
み
子
は
わ
が
ま

ま
な
子
で
あ
る
と
い
う
感
想
で
あ
る
。
出
征
し
よ
う
と
す
る
父
親
の
た
め

の
「
お
じ
ぎ
り
」
を
「
え
き
に
つ
く
ま
で
に
み
ん
な
食
べ
て
し
ま
っ
た
」

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
と
こ
ろ
が
、
い
よ
い
よ
汽
車
が
は
い
っ
て
く
る
と

い
う
と
き
に
な
っ
て
、
ま
た
、
ゆ
み
子
の
「
一
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
」
が

は
じ
ま
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
み
子
の
お
父
さ
ん
は
、「
あ
ま
り
じ
ょ

う
ぶ
で
な
い
」
が
、
戦
争
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
児
童
に
と
っ
て

は
疑
問
で
あ
り
、
そ
の
他
「
配
給
」
だ
の
「
防
空
ず
き
ん
」
と
言
わ
れ
て

も
何
の
こ
と
だ
か
意
味
不
明
な
語
彙
が
散
見
さ
れ
る
の
は
戦
争
児
童
文
学

と
し
て
は
致
し
方
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、

テ
ク
ス
ト
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
も
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。

鈴
木
敏
子
は
、「「
一
つ
の
花
」
と
「
一
つ
の
お
に
ぎ
り
」
は
等
価
か

─
「
一
つ
の
花
」
叙
情
批
判
─
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

　

こ
の
作
品
は
、
父
親
が
コ
ス
モ
ス
の
一
輪
を
わ
が
娘
に
与
え
る
と

こ
ろ
か
ら
急
速
に
叙
情
に
埋
没
し
て
ゆ
く
。
す
で
に
父
が
持
っ
て
ゆ

く
べ
き
お
に
ぎ
り
は
ゆ
み
子
が
「
一
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
」
と
い
い

つ
つ
食
べ
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
飢
え
て
い
る
ゆ
み
子
は

せ
が
む
、
そ
の
時
、
何
も
持
た
ぬ
父
が
せ
め
て
一
輪
の
コ
ス
モ
ス
を

与
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
い
か
に

善
意
で
あ
れ
、
喜
ん
で
受
け
取
ら
せ
る
と
い
う
テ
は
な
い
だ
ろ
う
、

と
い
う
の
が
私
の
言
い
分
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
安
手
に
救
い
す
ぎ

て
い
る
。
そ
の
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ

ム
が
い
た
だ
け
な
い
の
で
あ
る）

（（
（

。

こ
の
作
品
が
冒
頭
語
る
の
は
、「
そ
の
こ
ろ
は
、
お
ま
ん
じ
ゅ
う
だ
の
、

キ
ャ
ラ
メ
ル
だ
の
、チ
ョ
コ
レ
ー
ト
だ
の
、そ
ん
な
も
の
は
、ど
こ
へ
行
っ

て
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
や
つ
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

食
べ
る
も
の
と
い
え
ば
、
お
米
の
か
わ
り
に
配
給
さ
れ
る
、
お
い
も
や
、

ま
め
や
、
か
ぼ
ち
ゃ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
っ
た
生
活
物
資
、

と
り
わ
け
食
料
の
困
窮
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
お

に
ぎ
り
」
の
か
わ
り
に
「
一
つ
の
花
」
を
さ
し
だ
さ
れ
て
「
よ
ろ
こ
び
ま

し
た
」
は
い
か
に
も
説
得
力
が
な
い
。
し
か
も
、
実
際
に
飢
え
を
経
験
し
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て
い
る
戦
中
派
か
ら
す
れ
ば
、「
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
は
ゆ
み
子
に
コ
ス
モ
ス
を
投
げ
捨
て
さ
せ
、「
一
つ
だ
け
お

に
ぎ
り
ち
ょ
う
だ
い
」
と
泣
き
叫
ば
せ
る
べ
き
な
の
だ
。
そ
れ
が
戦

中
戦
後
の
あ
の
食
糧
難
時
代
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
障
す
る
方
法
で
は

な
か
ろ
う
か
。「
一
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
」
の
「
一
つ
」
を
、
お
に

ぎ
り
か
ら
花
に
す
り
か
え
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
真
実
を
歪

め
、
隠
す
作
用
と
な
る
。
ゆ
み
子
に
投
げ
捨
て
さ
せ
た
方
が
、
抒
情

を
一
度
拒
否
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
抒
情
を
生
か
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。

花
よ
り
団
子
を
と
ら
せ
た
方
が
花
を
生
か
す
方
法
と
な
る
の
だ）

（1
（

。

「
一
つ
の
花
」
と
「
一
つ
の
お
に
ぎ
り
」
は
等
価
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、

等
価
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
が
戦
中
派
の
偽
ら
ざ
る
心
情
な
の
で

あ
っ
て
、そ
の
よ
う
に
リ
ア
リ
ズ
ム
を
回
避
し
て
い
る
点
を
、「
一
つ
の
花
」

の
「
抒
情
」
へ
の
埋
没
と
鈴
木
は
述
べ
て
い
る
。「
民
間
教
育
団
体
な
ど

が
さ
か
ん
に
と
り
あ
げ
、
教
科
書
に
も
採
択
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
戦
争

の
悲
惨
さ
を
訴
え
た
作
品
と
し
て
か
な
り
の
評
価
を
得
て
い
る
」）

（1
（

だ
け
に

看
過
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。

「
戦
争
児
童
文
学
」「
平
和
教
材
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
み
た

場
合
、「
一
つ
の
花
」
に
お
け
る
「
戦
争
」
に
ま
つ
わ
る
リ
ア
リ
ィ
テ
イ
ー

に
つ
い
て
は
、さ
ら
に
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
黒
古
一
夫
は
「「
反

戦
平
和
児
童
文
学
」
の
代
表
作
と
目
さ
れ
て
き
た
童
話
は
、
真
に
「
反
戦

平
和
」
を
押
し
出
し
た
作
品
な
の
か
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
点
」）

（1
（

と
し

て
、
次
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

第
一
、
父
親
の
出
征
に
際
し
て
「
家
族
だ
け
」
で
見
送
る
と
い
う
設
定

は
お
か
し
い
。
出
征
兵
士
の
駅
頭
で
の
見
送
り
は
、
最
低
で
も
親
戚
・
隣

組
の
義
務
で
あ
っ
て
、「
ゆ
み
子
と
お
母
さ
ん
の
ほ
か
に
見
送
り
の
な
い

お
父
さ
ん
」
と
い
う
場
面
は
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
。

第
二
、
見
送
り
の
日
、
幼
い
ゆ
み
子
が
「
大
事
な
お
米
で
作
っ
た
お
に

ぎ
り
」
を
「
駅
に
着
く
ま
で
に
み
ん
な
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
い
う

の
は
、「
不
自
然
極
ま
り
な
い
」）

（1
（

。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
を
、
児

童
は
ゆ
み
子
は
わ
が
ま
ま
だ
と
し
て
い
た
。

第
三
、
戦
後
の
記
述
で
、「
ゆ
み
子
は
、
お
父
さ
ん
の
顔
を
お
ぼ
え
て

い
ま
せ
ん
。
自
分
に
お
と
う
さ
ん
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
知
ら
な

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
も
、
十
年
も
た
っ
て
娘
が
父
親
の
存

在
す
ら
知
ら
な
い
と
い
う
の
も
疑
問
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
国
語
教
科
書
批
判
に
お
い
て
も
、「
一

つ
の
花
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
っ
た）

（1
（

。
黒
古
は
、さ
ら
に
「
お

母
さ
ん
、
お
肉
と
お
魚
と
、
ど
っ
ち
が
い
い
の
。」
と
い
う
ゆ
み
子
の
発

言
も
問
題
が
あ
る
と
す
る
。戦
後
も
こ
の
国
は
貧
し
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

「
お
肉
と
お
魚
と
」
ど
ち
ら
に
す
る
か
な
ど
と
い
っ
た
余
裕
は
な
く
、
敗

戦
後
の
貧
し
さ
を
隠
蔽
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
。

「
一
つ
の
花
」
は
、
小
学
校
国
語
教
科
書
に
お
い
て
長
き
に
わ
た
っ
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
の
発
す
る
素
朴
な
疑
問
や
作

品
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
か
か
わ
る
鈴
木
や
黒
古
か
ら
の
批
判
は
放
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置
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
歴
史
認
識
を
問
題
と
し
た
場

合
、「
一
つ
の
花
」
は
物
足
り
な
い
作
品
な
の
で
あ
る
。

　

今
西
祐
行
「
一
つ
の
花
」
は
、
教
育
現
場
で
知
名
度
の
高
い
、
私

も
評
価
し
た
い
作
品
で
は
あ
る
が
、
そ
の
教
材
化
に
あ
た
っ
て
は
、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。「
一
つ
の
花
」は
、

戦
時
下
日
本
の
食
糧
難
が
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
戦
時

下
、
日
本
は
食
料
が
乏
し
か
っ
た
。「
一
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
」
と

し
か
言
え
な
い
ゆ
み
子
に
、
私
た
ち
が
同
情
の
念
を
い
だ
く
の
は
も

ち
ろ
ん
大
切
な
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か）

（1
（

。

菅
野
圭
昭
は
、「
一
つ
の
花
」
を
「
歴
史
認
識
の
軟
弱
さ
」
の
一
例
と

し
て
示
し
つ
つ
、
加
害
者
と
し
て
の
日
本
人
と
い
う
視
点
の
必
要
性
を
説

い
て
い
る
。
こ
れ
も
大
事
な
視
点
で
あ
る
。

文
学
教
育
は
、
戦
争
そ
れ
自
体
を
ト
ー
タ
ル
に
あ
る
い
は
リ
ア
ル
に
把

握
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
平
和
教
材
を
授
業
す
る
際
に

歴
史
と
し
て
の
戦
争
を
教
え
た
り
資
料
を
提
示
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
文

学
の
授
業
に
お
い
て
は
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
。
文
学
の
場
合
、

児
童
が
「
一
つ
の
花
」
と
い
う
作
品
を
、
虚
構
上
の
リ
ア
ル
な
出
来
事
と

し
て
体
験
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
を
正
し
く
表
象
し

得
て
い
る
か
、
デ
ィ
テ
ー
ル
に
お
い
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
か
で
は
な
く

て
、
読
み
と
し
て
成
立
し
得
る
か
ど
う
か
、
小
学
生
と
い
う
読
者
が
感
動

と
い
う
行
為
を
喚
起
し
う
る
作
品
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
育
て
る

こ
と
に
な
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
鈴
木
や
黒
古
の
批
判
も
、

そ
れ
自
体
作
品
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
れ
が
児
童
の
文
学
体
験
に
と
っ
て
ど
う
か
の
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
読
み
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
。
次
に
、「
戦
争
児
童
文
学
」「
平

和
教
材
」
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
を
外
し
た
と
こ
ろ
で
読
み
そ
の
も
の
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

4
　「
一
つ
の
花
」
は
平
和
教
材
で
は
な
い

物
語
方
法
〈
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
メ
ソ
ッ
ド
〉
を
分
析
し
、
テ
ク
ス
ト
の
行

為
を
可
視
化
す
る
と
い
う
本
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば）

（1
（

、「
物
語
内
容
」
は
、

宮
川
健
郎
の
言
う
よ
う
に
「
戦
争
が
家
族
を
引
き
さ
く
話
」）

（1
（

と
い
う
こ
と

に
な
る
。「
物
語
言
説
＝
テ
ク
ス
ト
」
の
形
式
的
な
特
徴
は
、
例
え
ば
次

の
よ
う
に
な
る
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
メ
ソ
ッ
ド
①　

形
式
に
着
目
す
る

→
戦
時
中
と
十
年
後
が
対
比
的
に
語
ら
れ
る
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
メ
ソ
ッ
ド
②　

出
来
事
の
展
開
を
と
ら
え
る

 
→
父
親
の
出
征
の
場
面
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
戦
後
の
母
子
二
人

の
生
活
も
描
か
れ
る
。「
一
つ
の
花
」
は
「
コ
ス
モ
ス
の
ト
ン
ネ
ル
」

と
な
っ
た
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
メ
ソ
ッ
ド
③　

登
場
人
物
の
変
容
を
読
み
取
る

→
ゆ
み
子
の
成
長
。
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ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
メ
ソ
ッ
ド
④　

機
能
を
と
ら
え
指
標
を
掘
り
起
こ
す

 
→
「
指
標
」
と
し
て
「
一
つ
の
花
」
の
「
一
つ
」
の
意
味
。「
コ
ス
モ
ス
」

の
象
徴
性
。

「
物
語
内
容
」
や
「
物
語
言
説
」
の
レ
ベ
ル
で
は
、「
戦
争
」
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
語
の
背
景
や
状
況
、
あ
る
い
は
出
来
事
の
展
開

に
お
い
て
「
戦
争
」
は
不
可
避
な
事
項
で
あ
る
。

で
は
、〈
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
メ
ソ
ッ
ド
⑤　

語
り
方
を
読
む
〉
は
ど
う
か
。

こ
れ
も
宮
川
が
言
う
よ
う
に
、「「
一
つ
の
花
」
の
語
り
手
は
、
作
中
の

父
親
に
よ
り
そ
う
よ
う
に
し
て
語
る
」）

11
（

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
一
つ

の
花
」
を
「
父
親
の
物
語
」）

1（
（

た
ら
し
め
て
い
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
初

出
が
「
教
育
技
術
」
と
い
う
、
ど
う
見
て
も
子
ど
も
向
け
の
メ
デ
ィ
ア
で

は
な
い
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
一
つ
の
花
」
は
父

親
の
語
り
に
よ
る
「
父
親
の
物
語
」
な
の
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
に
向
け
ら

れ
た
話
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
語
り
の
構
造
を
お
さ
え
た
う
え
で
、読
み
は
ど
う
な
る
か
。

　
「
一
つ
の
花
」
は
、
お
も
に
父
親
の
視
点
か
ら
書
か
れ
、
大
人
た

ち
は
思
い
を
託
し
や
す
い
が
、
子
ど
も
に
は
わ
か
り
に
く
い
の
で
は

な
い
か
。（
中
略
─
丹
藤
）
つ
ま
り
、「
一
つ
の
花
」
の
大
人
読
者
で

あ
る
授
業
者
と
、
子
ど
も
読
者
で
あ
る
学
習
者
は
、
す
れ
違
っ
て
し

ま
う
可
能
性
が
あ
る）

11
（

。

宮
川
は
、
小
学
校
四
年
生
に
と
っ
て
、
父
親
の
視
点
で
読
む
こ
と
の
困

難
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
、
あ
る
授
業
者
は
「
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が

ゆ
み
子
の
行
く
末
を
心
配
す
る
気
持
ち
と
相
ま
っ
て
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
高

い
高
い
を
す
る
父
親
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
四
年
生
の
児
童
に

と
っ
て
は
非
常
に
難
し
い
と
思
う
」）

11
（

と
述
べ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

授
業
で
は
父
親
の
気
持
ち
を
と
ら
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
子
を
思
う
父
親

の
気
持
ち
を
経
る
こ
と
な
し
に
、
戦
争
の
悲
惨
さ
や
翻
っ
て
平
和
の
尊
さ

に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
親
と
い

う
も
の
は
、
自
分
の
子
ど
も
の
こ
と
を
ど
ん
な
に
心
配
し
て
い
る
の
か
を

知
ら
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
っ
た
戦
争
と
は
あ
ま
り
か
か
わ
り
の
な
い
道
徳

的
な
感
想
が
出
て
く
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

端
的
に
言
っ
て
、語
り
を
問
題
と
す
る
地
平
に
立
っ
た
時
、「
一
つ
の
花
」

は
平
和
教
材
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
平
和
教
育
に
利
用
で
き

た
と
し
て
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
自
体
は
「
平
和
の
尊
さ
」
や
「
戦
争
の
悲

惨
さ
」
が
主
題
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
村
上
呂

里
が
言
う
よ
う
に
「「
平
和
教
材
」
の
影
に
隠
れ
た
も
う
一
つ
の
物
語
が

現
れ
て
き
ま
す
」）

11
（

と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。

村
上
は
、「
一
つ
だ
け
」
と
い
う
ゆ
み
子
の
言
葉
を
「
物
質
的
窮
乏
の

象
徴
」
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
一
つ
の
花
」
は
「
精
神
的
豊
か
さ
の
象

徴
」
で
あ
っ
て
、「
一
つ
の
花
」
は
「
物
質
的
窮
乏
の
な
か
で
も
喪
わ
れ

て
ほ
し
く
な
い
精
神
的
価
値
の
優
位
性
へ
の
願
い
を
描
い
た
作
品
で
あ
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
」）

11
（

と
断
言
し
て
い
る
。
戦
後
「
一
つ
の
花
」
が
「
精

神
的
価
値
の
優
位
性
へ
の
願
い
を
描
い
た
作
品
」
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
に

は
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
物
質
的
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窮
乏
」
に
対
す
る
「
精
神
的
価
値
の
優
位
」
は
、
ま
さ
し
く
戦
時
下
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
強
制
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
ほ
し
が
り
ま

せ
ん
勝
つ
ま
で
は
」「
足
ら
ぬ
足
ら
ぬ
は
工
夫
が
足
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
コ

ピ
ー
が
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
る
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
。と
す
れ
ば
、

戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
表
象
す
る
テ
ク
ス
ト
を
、「
戦
争
反
対
」「
平
和
教

材
」
の
名
の
も
と
に
長
く
教
室
で
読
ん
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

村
上
は
、「
コ
ス
モ
ス
」
と
い
う
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
」
の
か
か
っ

た
表
現
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
そ
こ
を
く
ぐ
っ
て
し
か
外
に
出
ら
れ
な
い

や
わ
ら
か
な
抑
圧
や
呪
縛
の
象
徴
」）

11
（

で
あ
り
、
主
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

「
コ
ス
モ
ス
」
は
「「
戦
後
民
主
主
義
の
虚
妄
」
の
象
徴
」）

11
（

と
ま
で
述
べ
て

い
る
。
も
う
そ
こ
に
は
、「
平
和
の
尊
さ
」
や
「
戦
争
の
悲
惨
さ
」
は
影

も
形
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、「
ヒ
ロ
シ
マ
の
う
た
」
の
作
者
で
も
あ
る
今

西
は
、「「
戦
後
民
主
主
義
の
虚
妄
」
の
象
徴
」
と
し
て
「
一
つ
の
花
」
を

書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
か
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
理
的
に
何
か
を
語
ら
な
い
こ
と
で
も

あ
る
。
意
識
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
何
か
を
隠
蔽
す
る
こ
と
も
あ

る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
何
か
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
何
か
を
語
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
読
み
は
、
所
謂
「
作
者
の
意
図
」
か
ら
は
自
由

で
あ
り
得
て
も
、
語
り
の
行
為
性
か
ら
は
自
由
で
は
な
い
。
語
り
の
行
為

性
か
ら
逸
脱
し
て
読
ん
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
自
由
で
は
な
く
て
恣
意
的

で
独
善
的
な
読
み
に
陥
る
危
険
性
を
孕
む
。
し
た
が
っ
て
、
再
度
、
こ
の

テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
構
造
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
行
為
性
の
作
用
す
る
範

囲
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

語
り
は
、
や
は
り
父
親
を
視
点
人
物
と
し
、
そ
れ
に
寄
り
添
っ
て
語
っ

て
い
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
構
造
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
以
上
、
父
親
の
視
点
か
ら
見
た
戦
争
で
し
か
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す

る
な
ら
、
読
者
は
ゆ
み
子
の
視
点
に
立
っ
て
戦
争
を
表
象
す
る
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
学
教
育
に
お
い
て
は
、
戦
争
を
知
識
や
概
念

と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
本
文
を
イ
メ
ー
ジ
化
（
表
象
）

し
虚
構
上
の
出
来
事
と
し
て
体
験
す
る
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
父
親
の
視
点
で
し
か
戦
争
を
表
象
で
き
な
い
と
い
う
点
は
平
和

教
材
と
し
て
は
致
命
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
先
に

触
れ
た
よ
う
に
、
児
童
が
親
の
立
場
か
ら
幼
い
子
ど
も
を
見
る
と
い
う
こ

と
は
、「
非
常
に
難
し
い
」
の
で
あ
る
。
大
人
の
読
者
に
向
け
ら
れ
た
「
父

親
の
物
語
」
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、「
父
親
の
物
語
」
と
し

て
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
先
に
取
り
上
げ
た
鈴
木
や
黒
古
の

批
判
も
、「
平
和
教
材
」
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
こ
そ
成
立
し
得
る
の

で
あ
ろ
う
。「
平
和
教
材
」と
い
う
看
板
を
外
し
た
と
こ
ろ
で
、児
童
に
と
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
教
材
価
値
が
あ
る
の
か
を
あ
ら
た
め
て
問
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
平
和
教
材
」
で
な
い
こ
と
は
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。「
抒
情
」
に
流

れ
て
い
る
こ
と
も
、歴
史
的
事
実
に
反
す
る
叙
述
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
が
欠
如
し
て
る
こ
と
も
、
加
害
者
的
な
視
点
に
立
っ

て
い
な
い
こ
と
も
、
首
肯
す
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
語

り
手
が
、
そ
も
そ
も
行
為
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
内
容
だ
ろ
う
か
。
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「
一
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
。」

こ
れ
が
、
ゆ
み
子
が
お
ぼ
え
た
、
最
初
の
こ
と
ば
で
し
た
。

「
一
つ
だ
け
…
…
。
一
つ
だ
け
…
…
」

と
、
こ
れ
が
、
お
母
さ
ん
の
口
ぐ
せ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
な
ん
て
か
わ
い
そ
う
な
子
で
し
ょ
う
ね
。
一
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い

と
い
え
ば
、
な
ん
で
も
も
ら
え
る
と
思
っ
て
い
る
の
ね
」

あ
る
と
き
、
お
母
さ
ん
が
い
い
ま
し
た
。

す
る
と
、
お
父
さ
ん
が
、
ふ
か
い
た
め
息
を
つ
い
て
い
い
ま
し
た
。

「
お
父
さ
ん
が
、
ふ
か
い
た
め
息
を
つ
い
」
た
時
の
気
持
は
ど
ん
な
も

の
だ
ろ
う
と
は
、
授
業
で
も
問
わ
れ
た
り
す
る
も
の
だ
が
、「
大
き
く
な
っ

て
、
ど
ん
な
子
に
そ
だ
つ
の
だ
ろ
う
」
と
父
親
は
娘
の
将
来
を
深
く
憂
慮

し
て
い
る
。「
父
親
の
物
語
」
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
が
解
釈
の
し
ど
こ
ろ
で

あ
る
。「
み
ん
な
一
つ
だ
け
。
一
つ
だ
け
の
よ
ろ
こ
び
さ
。
い
や
、
よ
ろ

こ
び
な
ん
て
、
一
つ
だ
っ
て
も
ら
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
ん
だ
ね
」
と
い

う
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。

「
ゆ
み
。
さ
あ
、
一
つ
だ
け
あ
げ
よ
う
。
一
つ
だ
け
の
お
花
、
だ
い

じ
に
す
る
ん
だ
よ
う
…
…
」

児
童
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
う
言
っ
て
、
父
親
は
娘
や
妻
で
な

く
、「
一
つ
の
花
を
見
つ
め
な
が
ら
…
…
」
去
っ
て
行
っ
た
。

「
一
つ
の
」
お
に
ぎ
り
は
、「
物
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
一
つ
の
花
」

は
「
物
」
で
あ
る
以
上
に
〈
美
〉
で
も
あ
る
。
し
か
も
、「
ご
み
す
て
場
」

に
あ
る
、「
わ
す
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
さ
い
て
い
た
」〈
美
〉で
あ
る
。「
一

つ
」
で
あ
り
な
が
ら
、
物
質
的
な
数
値
を
超
え
た
豊
か
さ
を
も
つ
可
能
性

が
あ
る
。
鈴
木
敏
子
に
と
っ
て
、「
お
に
ぎ
り
」
と
「
一
つ
の
花
」
が
「
等

価
」
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
、語
り
手
に
と
っ
て
も
「
等
価
」
で
は
な
い
。

鈴
木
と
は
逆
の
意
味
で
「
等
価
」
で
は
な
い
の
だ
。
一
本
の
コ
ス
モ
ス
の

花
は
、
鈴
木
の
言
う
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
し
て
屹
立
し
て
い
る
。
た

だ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
抗
す
る
た
め
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
不
備
を
残
し
て
し

ま
っ
た
。

こ
の
父
親
は
、
物
質
的
窮
乏
の
時
代
に
生
ま
れ
、「
一
つ
だ
け
ち
ょ
う

だ
い
」
と
し
か
言
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
が
子
が
、
そ
の
よ

う
な
時
代
に
抗
う
す
べ
と
し
て
「
一
つ
の
花
」
を
与
え
る
よ
り
ほ
か
に
父

と
し
て
し
て
や
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
一
本
の
は
か
な
い
〈
美
〉
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
語
り
手
は
こ
の
父
親
に
〈
美
〉
を
対
置
さ
せ
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
〈
美
〉
に
妻
子
の
幸
せ
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
は
、
時
代
や
状
況
に
抗
っ
て
、
ひ
っ
そ
り
と
「
ご

み
す
て
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
」
に
咲
く
花
の
〈
美
〉
の
力
を
信
じ
た
か
っ

た
ま
で
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
「
一
本
」
で
あ
る
の
は
、
い
か
に
も

少
数
派
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
父
親
の
思
い
は

ど
う
な
っ
た
か
。
そ
れ
が
、「
十
年
の
年
月
が
す
ぎ
ま
し
た
」
以
降
の
語

り
で
あ
る
。
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自
分
に
父
が
あ
っ
た
こ
と
も
、あ
る
い
は
知
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
あ
の
お
母
さ
ん
で
し
ょ
う
か
。

最
後
の
場
面
は
、
出
征
し
た
父
の
不
在
（
＝
戦
死
）
を
意
味
し
て
い
る

が
、
あ
た
か
も
父
親
が
帰
還
し
た
時
の
よ
う
な
語
り
方
と
な
っ
て
お
り
、

文
末
も
推
量
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
コ
ス
モ
ス
と
い
う
〈
美
〉
に
託
し
た

父
親
の
思
い
は
ど
う
な
っ
た
か
。
娘
に
差
し
出
し
た
一
本
の
コ
ス
モ
ス
が

「
と
ん
と
ん
ぶ
き
の
小
さ
な
家
」
を
い
っ
ぱ
い
に
つ
つ
み
、
娘
が
「
買
い

物
か
ご
を
さ
げ
」「
コ
ス
モ
ス
の
ト
ン
ネ
ル
」か
ら
出
て
く
る
の
を
見
た
時
、

「
父
親
の
物
語
」
の
語
り
は
推
量
か
ら
断
定
表
現
に
変
わ
る
。

ゆ
み
子
が
、小
さ
な
お
母
さ
ん
に
な
っ
て
、お
ひ
る
を
つ
く
る
日
で
す
。

時
代
が
、
戦
時
下
の
物
質
的
窮
乏
に
あ
え
ぐ
時
で
あ
ろ
う
と
、
現
代
の

飽
食
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
、
時
代
の
状
況
に
抗
っ
て
屹
立
す
る
一
本
の
花

の
〈
美
〉
が
あ
る
。〈
美
〉
へ
の
ゆ
る
ぎ
な
い
信
頼
と
期
待
、
普
遍
的
な

価
値
を
持
と
う
と
す
る
態
度
な
り
価
値
観
が
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に

物
語
と
し
て
体
験
さ
せ
る
こ
と
は
、
平
和
教
育
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
児
童
の
認
識
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
経
験
に
な

る
と
考
え
る
。
語
り
の
行
為
を
読
む
こ
と
は
、
そ
の
行
方
を
凝
視
す
る
こ

と
で
も
あ
る
。

注

（
1
）
戦
争
体
験
の
風
化
と
戦
争
児
童
文
学
の
読
ま
れ
方
に
つ
い
て
の
問

題
は
、「
戦
争
・
文
学
・
表
象
─
あ
ま
ん
き
み
こ
『
雲
』
を
め
ぐ
っ
て
─
」

（
あ
ま
ん
き
み
こ
研
究
会
編
『
会
報
』
第
1
号
、
二
○
一
八
年
二
月
）

に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
丹
藤
博
文
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
リ
テ

ラ
シ
ー
─
読
書
行
為
と
し
て
の
語
り
─
』（
渓
水
社
、
二
○
一
八
年
）

所
収
。

（
（
）
岩
下
寿
美
恵
「
一
つ
の
花
」
浜
本
純
逸
・
東
和
男
・
今
村
久
編
『
作

品
別　

文
学
教
育
実
践
史
事
典
』
明
治
図
書
、
一
九
八
八
年
、

一
四
七

－

一
四
八
頁
。

（
（
）
船
越
一
二
「『
一
つ
の
花
』
の
指
導
目
標
研
究
」『
実
践　

国
語
研

究
別
冊
「
一
つ
の
花
」
の
教
材
研
究
と
全
授
業
記
録
』
明
治
図
書
、

一
九
九
一
年
六
月
、
二
七
頁
。

（
4
）
永
田
み
ど
り
「「
一
つ
の
花
」　

児
童
の
読
み
を
生
か
し
て
隔
た
っ

た
時
代
を
描
い
た
作
品
を
読
む
」
全
国
国
語
教
育
実
践
研
究
会
編
『
物

語
重
要
教
材
の
授
業　

小
学
校
4
年
』
明
治
図
書
、
一
九
九
三
年
、

五
五
頁
。

（
（
）
前
掲
書
、
五
六
頁
。

（
（
）
黒
坂
勝
志
「「
一
つ
の
花
」
の
教
材
研
究
」『
教
育
科
学　

国
語
教
育
』

明
治
図
書
、
一
九
八
五
年
三
月
、
一
四
二
頁
。

（
（
）（
（
）
に
同
じ
、
二
○
○

－

二
○
一
頁
。

（
（
）
甲
斐
恵
美
子
「『
一
つ
の
花
』（
今
西
祐
行　

光
村
図
書
四
年
下
）」
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児
童
言
語
研
究
会
編
『
国
語
の
授
業
』、
一
光
社
、
二
○
○
九
年
二
月
、

一
九
頁
。「
き
た
な
い
と
こ
ろ
で
コ
ス
モ
ス
を
見
つ
け
た
の
だ
な
あ
と

思
い
ま
し
た
」
と
い
っ
た
児
童
の
発
言
は
、（
4
）
の
実
践
に
も
あ
る
。

九
○
頁
。

（
（
）
同
右
。

（
10
）（
（
）
に
同
じ
、
二
一
頁
。

（
11
）鈴
木
敏
子「「
一
つ
の
花
」と「
一
つ
の
お
に
ぎ
り
」は
等
価
か
─「
一

つ
の
花
」
叙
情
批
判
─
」『
日
本
文
学
』、一
九
八
○
年
二
月
、五
一
頁
。

（
1（
）
同
右
。

（
1（
）
前
掲
誌
、
五
○
頁
。

（
14
）黒
古
一
夫「『
一
つ
の
花
』試
論
─
─
反
戦
平
和
童
話
の
可
能
性
」『
文

学
の
力
×
教
材
の
力　

小
学
校
編
4
年
』
教
育
出
版
、
二
○
○
一
年
、

一
三

－

一
四
頁
。

（
1（
）
前
掲
書
、
一
六
頁
。

（
1（
）
日
本
児
童
文
学
者
協
会
編
『
国
語
教
科
書
攻
撃
と
児
童
文
学
』（
青

木
書
店
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

（
1（
）菅
野
圭
昭「
文
学
教
育
と
平
和
友
好
の
教
育
」日
本
文
学
協
会
編『
日

本
文
学
講
座
1（　

文
学
教
育
』
大
修
館
書
店
、一
九
八
八
年
、二
四
四
頁
。

（
1（
）
丹
藤
博
文
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
─
読
書
行
為
と
し
て
の

語
り
─
』（
渓
水
社
、
二
○
一
八
年
）
参
照
。

（
1（
）
宮
川
健
郎
「
子
ど
も
の
中
の
「
一
つ
の
花
」」
田
近
洵
一
・
浜
本
純

逸
・
府
川
源
一
郎
編
『「
読
者
論
」
に
立
つ
読
み
の
指
導　

小
学
校
中

学
年
編
』
東
洋
館
出
版
、
一
九
九
五
年
、
一
九
○
頁
。

（
（0
）
前
掲
書
、
一
九
○
頁
。

（
（1
）
前
掲
書
、
一
九
一
頁
。

（
（（
）
前
掲
書
、
二
○
三
頁
。

（
（（
）（
4
）
と
同
書
、
五
八
頁
。

（
（4
）村
上
呂
里「
娘
が
読
む「
父
親
の
物
語
」─
今
西
祐
行『
一
つ
の
花
』」

（
14
）
と
同
書
、
三
七
頁
。

（
（（
）
前
掲
書
、
三
二
頁
。

（
（（
）
前
掲
書
、
三
七
頁
。

（
（（
）
前
掲
書
、
三
八
頁
。

 

（
た
ん
ど
う
・
ひ
ろ
ふ
み　

本
学
教
授
）


