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き
の
う
、
用
事
が
あ
っ
て
出
か
け
、
バ
ス
の
停
留
場
に
立
っ
て
い
た
ら
、
向
う
側
の
酒
屋
の
横
の
「
英

語
、
タ
イ
プ
ラ
イ
チ
ン
グ
教
授
」
と
ペ
ン
キ
塗
の
看
板
の
わ
き
に
、
も
う
一
つ
今
ま
で
見
当
ら
な
か
っ
た

広
告
が
出
て
い
る
の
に
心
付
い
た
。
と
り
い
そ
い
で
こ
し
ら
え
た
ら
し
い
紙
の
広
告
で
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
そ
な
え
よ
！
」
と
上
の
方
に
横
書
き
さ
れ
、
下
に
「
速
成
ガ
イ
ド
資
格
準
備
、
速
成
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
用

会
話
教
授
」
と
大
書
さ
れ
た
わ
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
赤
イ
ン
ク
で
線
が
ひ
い
て
あ
る
。
二
三
日
前
の
雨
の
せ

い
で
、
赤
イ
ン
ク
は
侘
し
く
流
れ
滲
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
自
宅
英
語
塾
主
は
、
そ
れ
程
の
積
極

性
を
こ
の
広
告
の
効
果
に
認
め
て
い
な
い
と
見
え
、
よ
ご
れ
た
特
別
広
告
は
そ
の
ま
ま
、
錆
の
ふ
い
た
門

の
鉄
扉
の
外
で
は
た
め
い
て
い
る
。

　
四
年
後
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
招
致
に
亢
奮
し
た
感
情
や
、
今
回
の
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出

場
し
た
日
本
選
手
に
対
す
る
感
情
、
又
一
般
に
ひ
き
く
る
め
て
日
本
の
役
人
た
ち
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
対

し
て
一
般
民
衆
の
感
情
を
向
け
よ
う
と
し
て
煽
り
立
て
た
そ
の
方
向
や
現
実
の
結
果
に
つ
い
て
、
今
日
、

民
衆
の
常
識
は
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
加
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
苦
々
し
い
も
の
が
、
め
い
め
い
の
胸

に
の
こ
さ
れ
た
。
ス
ポ
ー
ツ
を
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
朗
ら
か
に
若
者
ら
し
く
愛
す
も
の
の
心
に
、
或
る
憤
り
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が
生
れ
た
。
四
年
後
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
、
こ
の
民
衆
の
真
の
感
情
が
ど
の
よ
う
に
反
映
し
、
生
か
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
一
人
の
市
民
と
し
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
の
成
り
ゆ
き
を
、
ご
く
皮
相
的
に
で
は
あ
る
が
注
目

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
既
に
少
な
か
ら
ぬ
無
理
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
或
る
特
定
の
思
想
で
、
現
実
が
き

り
こ
ま
ざ
か
れ
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
例
え
ば
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
村
の
敷
地
が
成
城
学
園
の
附

近
に
選
定
さ
れ
る
ら
し
い
が
、
そ
の
敷
地
は
寄
附
と
い
う
形
で
、
無
代
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ら
し
い
。
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
村
の
建
物
は
競
技
が
す
ん
だ
後
も
残
る
か
ら
、
そ
れ
を
下
附
す
れ
ば
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
と
し

て
収
入
を
得
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
で
償
い
は
十
分
に
つ
く
、
と
い
う
説
の
上
に
立
て
ら
れ
た
計
画
で

あ
る
ら
し
い
。
話
し
た
ひ
と
は
、
眉
の
と
こ
ろ
に
独
特
の
表
情
を
泛
べ
て
口
元
を
曲
げ
な
が
ら
、
で
も
ね

え
、
そ
ん
な
に
何
年
も
も
つ
よ
う
な
建
物
が
果
し
て
建
て
ら
れ
る
だ
け
た
っ
ぷ
り
し
た
予
算
が
と
れ
る
ん

で
し
ょ
う
か
。
よ
し
ん
ば
、
書
類
の
上
で
は
そ
れ
だ
け
の
予
算
が
あ
っ
た
っ
て
、
ね
え
、
と
更
に
意
味
ふ

か
く
笑
っ
た
。
出
来
上
る
の
は
ど
う
せ
バ
ラ
ッ
ク
で
し
ょ
う
？
　
と
極
め
て
現
実
に
ふ
れ
た
洞
察
で
云
う

の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
〇
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
東
京
へ
来
る
と
き
ま
っ
た
時
、
新
聞
で
首
都
の
美
醜
を
写
真
に
し
て

対
比
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
醜
と
目
さ
れ
た
部
分
を
四
年
の
間
に
何
と
か
せ
よ
と
い
う
意
味
が
ふ
く
ま
れ
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て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
醜
と
し
て
撮
影
さ
れ
た
部
分
が
人
生
の
情
景
と
し
て
、
感
情
を
も
っ
て
見
れ
ば
常

に
必
し
も
醜
で
は
な
く
、
首
都
の
美
観
の
標
本
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
却
っ
て
東
洋
に
お
け

る
後
進
資
本
主
義
の
凡
庸
な
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
羅
列
の
み
し
か
な
い
の
も
あ
っ
た
。
都
市
の
美

醜
、
人
生
の
美
醜
を
ど
う
眺
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
の
永
い
論
議
が
な
り
立
つ
問
題
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
方
向
へ
は
赴
か
ず
、
私
は
、
一
つ
の
熱
い
心
を
も
っ
て
、
な
ぜ
さ
よ
う
に
、
一

部
の
人
た
ち
は
日
本
の
民
衆
の
生
活
を
あ
る
が
ま
ま
に
示
す
こ
と
を
恐
れ
る
の
か
、
と
い
う
質
問
を
提
出

し
た
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
窮
屈
な
、
窮
乏
化
す
日
本
の
民
衆
と
し
て
、
日
々
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
実

に
営
々
と
し
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
姿
を
外
に
し
て
私
達
一
般
人
の
人
生
は
な
い
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ

が
抹
殺
さ
れ
て
、
何
の
た
め
に
マ
ダ
ム
・
バ
タ
ア
フ
ラ
イ
の
サ
ク
ラ
・
バ
ナ
や
ゲ
イ
シ
ャ
や
、
フ
ジ
サ
ン

の
み
を
卑
屈
に
修
飾
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
民
戦
線
が
勝
利
し
て
以
来
、

フ
ラ
ン
ス
出
版
物
の
輸
入
を
き
び
し
く
制
限
し
つ
つ
、
何
の
た
め
に
志
賀
高
原
の
て
っ
ぺ
ん
に
国
際
観
光

ホ
テ
ル
を
建
て
て
、
外
務
省
が
そ
の
た
め
に
尽
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
国
威
と
い
う
こ
と
が
、
昨
今
新
し
い
内
容
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
発
揚
し
た
時
代
へ
の
思

慕
は
、
女
の
服
飾
の
流
行
に
桃
山
時
代
好
み
と
し
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。
国
威
と
い
う
も
の
の
普
通
解
釈
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さ
れ
て
い
る
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
或
る
尊
厳
、
確
信
あ
る
出
処
進
退
と
い
う
風
に
理
解
す
る
と
、
今

回
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
関
し
て
は
勿
論
、
四
年
後
の
た
め
に
さ
れ
て
い
る
準
備
そ
の
も
の
の
中
に
、
主
と

し
て
そ
う
い
う
抽
象
名
詞
を
愛
好
す
る
人
の
立
場
か
ら
見
て
も
何
か
本
質
的
に
そ
れ
と
撞
着
す
る
観
念
が

潜
入
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
大
体
、
外
国
人
を
案
内
し
て
、
外﹅
見﹅
的﹅
に﹅
は﹅
、
生
活
系
統
が
全
然
ち
が
う
日
本
を
、
現
実
的
に
、
私
共

が
あ
そ
こ
を
こ
そ
観
て
欲
し
か
っ
た
と
思
う
よ
う
に
、
観
察
さ
せ
る
こ
と
は
、
日
本
の
事
情
に
於
て
難
事

中
の
難
事
で
あ
る
。
又
一
方
か
ら
い
う
と
、
そ
う
い
う
目
を
も
っ
た
外
国
人
が
果
し
て
何
人
来
る
で
あ
ろ

う
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
が
日
本
へ
来
て
、
詩
人
堀
口
大
学
氏
に
あ

ち
こ
ち
案
内
せ
ら
れ
、
後のち
か
え
っ
て
発
表
し
た
日
本
印
象
記
を
よ
ん
で
痛
感
し
た
。
コ
ク
ト
オ
が
た
っ
た

一
人
で
足
に
ま
か
せ
て
東
京
を
歩
い
た
と
し
た
ら
、
或
は
も
う
少
し
彼
の
生
き
た
目
が
生
き
た
日
常
の
現

実
に
ぶ
つ
か
り
、
日
本
の
民
衆
の
姿
が
映
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
コ
ク
ト
オ
は
或
る
意
味
で
才
能
を
も
っ

た
詩
人
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
日
本
印
象
記
は
、
お
さ
だ
ま
り
の
日
本
印
象
記
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
自
身
の
カ
リ
ケ
チ
ュ
ア
を
私
共
に
示
し
た
。
私
共
は
私
共
の
現
実
の
中
に
生
き
、
そ
の
悲
喜
を
生

き
て
い
る
。
コ
ク
ト
オ
や
ス
タ
ン
バ
ア
グ
が
大
川
端
の
待
合
で
、
或
る
気
分
を
日
本
的
と
陶
酔
す
る
姿
を
、

苦
し
い
笑
い
で
こ
ち
ら
か
ら
見
物
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
。
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日
本
の
芸
術
家
が
、
い
つ
し
か
外
国
人
が
目
し
て
日
本
的
と
称
す
る
範
囲
の
中
に
一
九
三
〇
年
代
の
複

雑
な
日
本
を
単
純
化
し
て
、
外
来
客
に
見
せ
る
追
随
主
義
は
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
戯
曲
家
エ
ル
マ
ー

・
ラ
イ
ス
を
山
本
有
三
氏
邸
に
招
待
し
た
饗
応
ぶ
り
に
も
現
れ
て
い
た
と
思
う
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
が
善

意
と
礼
儀
ぶ
か
さ
か
ら
と
り
行
わ
れ
、
京
都
か
ら
の
生
香
魚
料
理
万
端
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
が
、
有
三
氏

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
片
苦
し
げ
に
想
像
さ
れ
る
客
間
で
の
会
話
で
、
こ
の
麗
わ
し
き
天
然
の
日
本
で

は
、
彼
自
身
の
長
篇
小
説
が
数
年
前
朝
日
新
聞
へ
続
載
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
そ
れ
に
つ
い

て
芸
術
家
同
士
ら
し
く
語
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？

　
宮
城
道
雄
氏
は
、
彼
の
琴
に
対
し
て
、
謂
わ
ば
必
死
の
芸
術
的
態
度
を
持
し
て
い
る
ひ
と
で
あ
ろ
う
と

感
じ
ら
れ
る
。
い
つ
の
間
に
や
ら
、
そ
の
自
分
の
芸
術
が
形
な
き
日
本
の
ト
ゥ
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ウ
の

定
例
的
余
興
番
組
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
彼
の
熱
心
は
果
し
て
如
何
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。

痛
ま
し
く
も
興
味
あ
る
こ
と
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
や
は
り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
女
学
生
の
サ
イ
ン
を
求
め
る
傾
向
に
つ
い
て
、
要
路

お
歴
々
の
座
談
記
事
が
の
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
東
京
へ
来
た
各
国
選
手
に
の
ぼ
せ
て
、

サ
イ
ン
を
強
要
し
た
り
、
恋
愛
事
件
を
お
こ
し
た
り
し
て
は
国
の
恥
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
怪け
し
か
ら
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ん
娘
は
断
然
取
締
る
べ
し
と
い
う
方
針
に
立
っ
て
の
談
話
な
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
恥
の
考
え
よ
う

も
お
の
ず
か
ら
深
浅
あ
り
と
云
お
う
か
。
私
共
に
は
、
前
司
法
大
臣
が
破
廉
恥
罪
で
下
獄
す
る
と
報
道
さ

れ
て
い
る
同
日
の
新
聞
に
、
前
鉄
相
が
五
万
円
の
収
賄
で
召
喚
さ
れ
る
こ
と
を
読
む
方
が
、
恥
と
い
え
ば

何
か
恥
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
外
国
人
の
男
に
対
し
て
、
日
本
の
女
が
概
し
て
無
防
禦
で
あ
り
、
惚
れ
っ
ぽ
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

私
は
自
分
が
女
と
い
う
点
も
あ
り
、
日
本
の
女
の
生
活
に
あ
る
様
々
の
問
題
が
そ
の
原
因
を
な
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
よ
く
、
日
本
の
女
は
一
寸
し
た
親
切
に
も
ほ
だ
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
女
に
対

す
る
劬
い
た
わり
と
い
う
も
の
が
、
欠
け
て
い
る
日
本
の
習
俗
の
中
で
は
、
外
国
人
の
男
の
そ
う
い
う
礼
の
表
面

的
な
、
或
る
場
合
偽
善
的
な
謂
わ
ば
折
り
か
が
み
さ
え
、
感
情
の
上
に
何
か
の
甘
味
を
落
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
映
画
や
音
楽
で
、
今
日
の
日
本
の
女
は
そ
う
い
う
エ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
の
世
界
を
架
空
的
に
自
身
の
空
想
の

中
に
吸
収
し
て
い
る
。
身
ぶ
り
の
端
々
に
と
き
め
く
心
を
目
ざ
ま
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
、
日
常
の

現
実
の
間
で
は
、
誰
も
彼
も
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
躾
を
も
っ
た
青
年
を
自
身
の
ま
わ
り
に
持
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
ら
、
一
旦
、
将
に
生
き
て
体
臭
を
は
な
っ
て
、
映
画
の
中
に
あ
る
よ
う
に
自
動
車
の
の
り
降

り
に
軽
く
肱
を
支
え
て
く
れ
る
碧
眼
の
男
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
気
分
が
先
ず
空
想
の
世
界
へ
と
び
入
っ
て

し
ま
い
、
素
朴
に
日
本
の
女
の
本
質
的
に
は
至
っ
て
古
風
な
受
動
性
の
変
形
で
あ
る
恍
惚
境
に
と
け
込
ん
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で
、
計
ら
ざ
る
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
日
本
の
女
の
今
日
の
感
情
の
特
質
は
、
「
夢
見
る
唇
」
で
、
ベ
ル
ク
ナ
ア
が
示
し
た
よ
う
な
表
面
の
技

法
で
、
内
実
は
父
権
制
の
も
と
に
あ
る
家
庭
の
娘
、
戸
主
万
能
制
の
も
と
に
あ
る
妻
、
母
の
、
つ
な
が
れ

た
女
の
昔
な
が
ら
の
傷
心
が
物
を
云
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
女
の
過
ち
の
実
に
多
く
が
、
感
情
の
飢

餓
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
の
点
に
ふ
れ
て
見
れ
ば
、
女
の
悲
し
み
に
国
境
な
し
と
さ
え
い
え
る
有
様
で
あ

る
。

　
近
頃
、
『
新
青
年
』
『
婦
人
画
報
』
そ
の
他
沢
山
の
雑
誌
が
、
男
の
エ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
書
く
こ

と
が
流
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
或
る
種
の
若
い
男
の
ひ
と
び
と
の
い
つ
し
か
身
に
つ
け
て
い

る
自
然
な
物
馴
れ
は
、
社
交
性
の
い
や
み
と
違
っ
た
一
つ
の
新
時
代
の
社
会
性
と
し
て
現
れ
て
来
て
い
る
。

　
私
は
、
ひ
そ
か
に
こ
の
男
の
、
エ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
或
る
意
味
で
の
既
成
社
交
的
へ
の 

馴  

致 

じ
ゅ
ん
ち

の
傾
向
に
つ
い
て
、
少
な
か
ら
ず
歴
史
的
興
味
を
抱
い
て
観
察
し
て
い
る
者
の
一
人
で
あ
る
。
何
故
な
ら

大
戦
の
経
験
後
、
今
日
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
は
、
女
に
対
す
る
男
の
騎
士
道
の
礼
儀

を
単
に
一
つ
の
、
そ
れ
が
単
な
る
し﹅
き﹅
た﹅
り﹅
で
あ
る
と
男
女
相
互
の
間
に
十
分
理
解
さ
れ
つ
く
し
て
い
る

と
こ
ろ
の
し﹅
き﹅
た﹅
り﹅
と
し
て
の
形
骸
を
と
ど
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
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は
、
一
方
で
、
ト
ル
ス
ト
イ
や
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
の
よ
う
に
、
そ
う
い
う
甘
た
る
い
客
間
の
し﹅
き﹅
た﹅
り﹅

に
頑
固
に
反
撥
し
た
人
々
を
も
ち
、
今
日
で
は
、
本
質
の
異
っ
た
社
会
連
帯
に
よ
っ
て
女
の
性
を
保
護
す

る
こ
と
が
客
間
の
エ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
以
上
の
重
要
事
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
の
実
現
に
努
力
し
て
い
る

ソ
ヴ
ェ
ト
の
よ
う
な
実
例
が
出
現
し
て
来
て
い
る
。
他
の
一
方
に
は
、
し
き
た
り
は
し
き
た
り
と
し
て
、

他
に
愛
人
を
も
っ
て
い
る
妻
が
毒
々
し
い
恨
を
心
臓
に
か
く
し
な
が
ら
、
こ
れ
又
自
分
を
裏
切
っ
て
い
る

良
人
に
腕
を
扶
け
ら
れ
つ
つ
、
音
楽
の
裡
に
入
っ
て
行
く
よ
う
な
光
景
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。

　
日
本
の
女
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
エ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
に
何
か
新
鮮
な
も
の
を
感
じ
た
り
、
外
国
の
男
に
わ
け

も
な
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の 

常 

套 

性 

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
が
ま
だ
お
く

れ
て
東
洋
に
感
情
の
市
場
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
観
て
来
て
、
私
は
日
本
の
一
般
の
若
い
女
が
、
い
つ
、
欧
風
エ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
の
表
面
性
を

破
っ
て
の
男
の
節
度
の
美
、
献
身
の
美
を
理
解
し
、
そ
れ
を
求
め
、
そ
れ
ら
が
生
れ
る
に
可
能
な
社
会
の

条
件
を
こ
し
ら
え
て
ゆ
く
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
つ
ま
り
は
女
自
身
で
あ
る
こ
と
を
知

る
で
あ
ろ
う
と
、
遙
か
な
暁
空
を
眺
め
る
よ
う
な
心
持
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
い
つ
の
時
代
に
も
、
或
る
種
の
か
し
こ
さ
を
持
っ
た
女
は
、
社
会
を
支
配
し
て
い
る
多
数
者
で
あ
る
男

の
立
場
に
身
を
よ
せ
て
物
を
云
う
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
も
の
わ
か
り
よ
い
と
い
う
こ
と
、
男
心
を
理
解
し

10日本の秋色



て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
女
へ
男
の
興
味
を
呼
び
む
か
え
る
。
率
直
に
云
っ
て
、
今
の
日

本
の
無
差
別
な
復
古
調
は
、
女
の
中
か
ら
女
を
或
る
意
味
で
行
燈
の
か
げ
へ
呼
び
も
ど
す
傾
向
を
か
も
し

出
し
て
い
る
と
思
う
。
昔
ド
イ
ツ
の
カ
イ
ゼ
ル
が
三
つ
の
Ｋ
と
云
っ
た
言
葉
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
代
に
な
っ

て
子
持
の
母
へ
の
賞
金
と
か
独
身
税
と
か
に
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
良
妻
賢
母
と
い
う
言
葉
に

よ
っ
て
は
既
に
新
し
い
刺
戟
を
与
え
ら
れ
な
い
が
、
服
飾
や
愛
の
技
巧
の
研
究
に
女
が
公
然
と
物
を
云
う

よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
趣
味
的
な
面
を
通
じ
て
、
案
外
な
程
度
に
、
復
古
へ
誘
い
こ
ま
れ
、

性
的
な
交
渉
で
は
女
が
受
身
と
い
う
点
が
粉
飾
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
日
本
が
、
本
当
の
自
由
主
義
時

代
を
持
た
ず
、
し
か
も
急
調
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
思
い
及
べ
ば
、
今
日
の
或
る
種
の
女
の
中
に

あ
る
こ
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
が
ど
う
い
う
性
質
の
歴
史
的
混
合
物
で
あ
る
か
は
自
ら
明
瞭
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
が
日
本
へ
来
て
撮
影
し
て
行
っ
た
日
本
紹
介
の
天
然
色
映
画
を
、
偶
然
の
機
会
で
見
る

こ
と
が
出
来
た
。
こ
ん
な
に
桜
が
見
事
な
と
こ
ろ
が
日
本
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
私
は
お
ど
ろ

い
た
。
普
通
の
東
京
住
い
の
市
民
な
ど
は
見
た
こ
と
な
い
よ
う
な
桜
花
爛
漫
の
美
を
眺
め
た
が
、
点
景
人

物
と
し
て
映
さ
れ
て
い
る
日
本
の
女
は
ど
れ
も
皆
特
別
仕
立
て
の
日
本
髷
と
、
特
別
仕
立
て
に
誇
張
さ
れ
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た
歩
き
ぶ
り
と
で
あ
る
。
花
の
中
な
る
花
の
姿
で
全
篇
が
終
っ
て
い
る
。
私
は
身
な
り
よ
い
人
々
の
間
に

は
さ
ま
っ
て
そ
れ
を
眺
め
な
が
ら
、
何
か
心
の
中
に
呻
き
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
六
年
十
二
月
〕

12日本の秋色



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
四
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1979
（
昭
和54

）
年7

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年3

月20

日
第5

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
九
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1952

（
昭
和27
）
年8
月
発
行

初
出
：
「
文
芸
通
信
」

　
　
　1936

（
昭
和11

）
年12

月1
日
号

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
米
田
進

2003

年5

月26

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
。

13



日本の秋色
――世相寸評――

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/


