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生
活
の
感
情
は
実
に
ま
ざ
ま
ざ
と
複
雑
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
作
家
が
そ
う
い
う
今
日
の
感
情
を
生
き

て
い
る
の
だ
し
、
文
学
を
読
む
人
々
の
心
に
も
そ
の
波
動
は
在
る
。

　
作
家
と
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
益
々
い
い
作
品
を
書
い
て
行
く
ば
か
り
だ
と
、
一
層
覚

悟
の
臍ほぞ
を
か
た
め
る
わ
け
だ
と
思
う
が
、
い
い
作
品
と
自
分
に
向
っ
て
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
作
品
と
し
て
浮
ん
で
来
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
答
え
は
、
作
家
一
人
一
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
様
々
で
あ
る
と
い
う
現

実
が
却
っ
て
逆
に
反
射
し
て
、
ご
く
大
掴
み
に
国
民
文
学
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
現
わ
れ
た
り
、
そ
の
国

民
文
学
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
つ
き
つ
め
て
み
れ
ば
主
観
的
な
表
現

が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
も
あ
る
と
思
う
。

　
私
た
ち
の
足
跡
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
た
ち
の
足
の
下
か
ら
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
一
人
一
人

の
作
家
の
必
然
の
道
が
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
、
そ
の
作
家
の
文
学
の
現
実
を
決
定
し
て
ゆ
く
し
、

日
本
の
今
日
の
文
学
の
性
格
の
一
要
因
と
し
て
か
か
わ
り
あ
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

　
一
人
一
人
の
作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ち
が
う
と
い
う
必
然
は
、
だ
が
他
面
に
何
か
通
有
な
一
つ
二
つ
の
文

学
と
し
て
の
希
望
、
願
望
、
更
に
つ
よ
く
は
意
欲
と
い
う
風
な
も
の
を
持
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ど
ん
な
時
代
に
も
、
作
家
は
現
実
に
た
え
る
も
の
と
し
て
自
分
の
作
品
を
生
も
う
と
し
て
来
た
と
思
う
。

歴
史
の
現
実
は
、
そ
の
荒
っ
ぽ
い
摩
擦
を
経
て
、
現
実
に
た
え
た
作
品
を
、
古
典
と
し
て
私
た
ち
に
伝
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
歴
史
の
波
濤
の
間
で
私
た
ち
の
自
身
の
文
学
に
つ
い
て
新
し
い
愛
と
勇
気
と
を
覚
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
き
の
う
も
思
っ
て
い
た
よ
う
に
漠
然
と
い
い
作
品
を
書
こ
う
と
思
う
ば
か
り
で
な
く
て
、
一

層
現
実
に
ひ
ろ
く
た
え
る
作
品
を
創
ろ
う
と
願
う
何
か
の
新
鮮
な
心
の
目
ざ
め
が
経
験
さ
れ
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　
日
本
の
文
学
の
命
は
、
真
面
目
な
作
家
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
、
益
々
現
実
に
広
く
た
え
る
も
の
と
し

て
生
ま
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
こ
れ
は
、
現
代
の
社
会
生
活
と
文
学
と
に
あ
っ
て
一
つ
の
痛
切
で
美
し
い
願
い
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
困

難
は
非
常
に
大
き
い
。

　
そ
の
作
品
の
世
界
の
中
に
、
人
々
の
生
々
し
い
現
実
を
広
く
複
雑
に
負
う
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
し

か
も
個
々
の
現
象
が
模
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
現
象
を
通
じ
て
生
き
る
人
の

姿
が
動
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
今
日
現
実
に
堪
え
る
作
品
が
つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
容
易
な
業
で

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
野
暮
に
し
ち
く
ど
く
希
望
さ
れ
て
い
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
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一
人
の
作
家
の
動
き
と
し
て
火
野
葦
平
氏
を
み
る
。
す
る
と
そ
こ
に
は
「
糞
尿
譚
」
の
作
者
が
あ
り
、

つ
づ
い
て
麦
と
土
と
花
と
兵
隊
の
作
者
が
あ
り
、
や
が
て
河
童
の
「
魚
眼
記
」
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
過

程
に
何
が
語
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
土
と
兵
隊
」
の
作
者
に
「
魚
眼
記
」
の
現
れ
た
の
は
誰
そ
の
ひ
と

だ
け
に
か
か
わ
っ
た
現
実
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
に
は
他
人
の
こ
と
だ
と
云
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
日
本
の
近
代
の
文
学
に
河
童
が
登
場
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
考
え
る
べ
き
何
事
か
が
あ
る
。
周
知
の
と

お
り
、
芥
川
龍
之
介
は
死
の
数
ヵ
月
前
、
昭
和
二
年
の
二
月
、
小
説
「
河
童
」
を
書
い
た
。
漁
師
の
パ
ッ

ク
、
詩
人
ト
ッ
ク
、
音
楽
家
ク
ラ
バ
ッ
ク
な
ど
の
活
躍
す
る
芥
川
の
河
童
の
国
に
は
、
生
活
と
判
断
と
が

溌
溂
と
盛
ら
れ
て
い
て
、
作
者
の
社
会
批
評
と
人
生
と
芸
術
へ
の
気
持
が
、
積
極
な
熱
を
も
っ
て
流
れ
て

い
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
河
童
の
国
へ
墜
ち
な
け
れ
ば
、
ク
ラ
バ
ッ
ク
の
直
情
を
も
描
け
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
、
作
家
芥
川
と
し
て
の
悲
し
い
河
童
性
が
あ
っ
た
。
河
童
と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
日
本
の
前
時
代
的

な
物
の
怪
な
の
で
あ
る
。

　
火
野
葦
平
の
河
童
は
、
一
九
四
〇
年
の
日
本
に
現
れ
て
、
「
土
と
兵
隊
」
「
石
炭
の
黒
き
は
」
の
後
に

現
れ
て
、
何
と
自
足
し
た
自
身
の
伝
説
の
原
形
を
さ
ら
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
上
は
歴
史
的
な
経

験
を
生
き
た
筈
の
一
個
の
作
家
が
、
今
日
河
童
を
語
り
、
文
学
上
に
変
化
の
変
化
た
る
所
以
の
諷
刺
の
通
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力
さ
え
失
っ
た
ま
ま
、
唯
濃
い
墨
の
色
と
灰
色
と
の
画
面
の
色
彩
を
た
の
し
ん
で
描
き
眺
め
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
の
裡
に
は
、
文
学
と
し
て
何
か
の
不
健
全
が
あ
る
。

　
河
童
が
幻
想
の
生
棲
物
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
扱
う
作
者
火
野
の
態
度
の
本
質
は
、
芥

川
よ
り
も
文
学
の
こ
と
と
し
て
不
健
全
な
低
下
を
示
し
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
作
家
の
個
人
と
し
て
の
問
題
で
も
あ
り
同
時
に
今
日
と
い
う
時
代
の
傾
斜
の
問
題
で
も
あ
る
。

人
々
の
現
実
に
た
え
る
作
品
を
生
み
出
し
て
行
こ
う
と
い
う
作
家
の
希
望
が
偽
り
で
な
い
な
ら
ば
工
夫
を

こ
ら
し
そ
の
斜
面
に
ピ
ッ
ケ
ル
を
う
ち
こ
ん
で
、
着
実
に
抵
抗
し
て
、
進
ん
で
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
角
度
な
の
だ
と
思
う
。
何
に
よ
っ
て
そ
の
雪
崩
れ
で
そ
ぎ
と
ら
れ
た
斜
面
に
ピ
ッ
ケ
ル
を
う
ち
こ
む
べ

き
地
点
を
判
断
し
て
ゆ
く
か
と
云
え
ば
、
先
ず
そ
の
岩
の
性
質
の
鑑
識
に
立
つ
と
い
う
こ
と
を
答
え
な
い

登
攀
者
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
一
年
一
月
〕

6日本の河童



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
二
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1980
（
昭
和55

）
年4

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年3

月20

日
第4

刷
発
行

親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
七
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1951

（
昭
和26
）
年7
月
発
行

初
出
：
「
日
本
学
芸
新
聞
」

　
　
　1941

（
昭
和16

）
年1

月10
日
号

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
松
永
正
敏

2003

年2

月13

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

7



日本の河童
――火野葦平のことなど――

２０２０年　７月１７日　初版

奥　付

発行 青空文庫

著者 宮本百合子
URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


