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子
供
た
ち
は
三
度
目
の
行
列
を
つ
く
っ
て
、
田
圃
を
通
っ
て
行
き
ま
し
た
。
こ
ん
ど
は
し
ょ
げ
切

と
も
.
h
ノ

っ
た
、
情
な
い
、
お
葬
ひ
み
た
い
な
行
列
で
し
た
。

は
ふ

忠
ち
ゃ
ん
は
河
原
の
石
の
上
に
立
っ
て
、
ト
プ
ン
と
死
神
を
水
の
中
に
放
り
こ
み
ま
し
た
。
死
神

様
は
ぶ
く
く
と
二
三
度
浮
き
沈
み
し
な
が
ら
、
夕
方
の
光
っ
た
水
の
上
を
、
川
下
の
方
へ
ぶ
ら

〈
流
れ
て
行
き
ま
し
た
。

「
そ
ら
、
お
前
も
つ
い
て
行
け
。
」

か
じ
か

さ
う
云
っ
て
茂
吉
ち
ゃ
ん
は
小
策
を
倒
さ
に
振
り
ま
し
た
。
死
ん
だ
鰍
が
、
ポ
タ
リ
と
白
い
腹

を
見
せ
て
水
の
中
に
落
ち
こ
み
ま
し
た
。

(
千
葉
省
三
「
拾
っ
た
神
様
」
よ
り
)

一
　
(
写
実
)
　
と
い
う
方
法

千
葉
省
三
の
代
表
作
「
虎
ち
ゃ
ん
の
日
記
」
を
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
の
　
r
ト
ム
・
ソ
ー
ヤ
ー
の
冒

険
」
と
比
較
し
た
原
昌
は
、
省
三
の
作
品
が
　
(
あ
る
が
ま
ま
の
子
ど
も
を
見
つ
め
、
ひ
た
す
ら
措
き
切
ろ

う
と
す
る
思
想
な
き
文
学
で
あ
っ
た
)
川
と
し
て
い
る
。
ト
ゥ
エ
イ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
当
時
の
ア
メ

リ
カ
の
社
会
や
宗
教
に
対
す
る
批
判
精
神
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
省
三
の
作
品
は

リ
ア
リ
ズ
ム
を
志
し
な
が
ら
も
そ
の
意
味
で
の
批
判
精
神
が
欠
落
し
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
省
三
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
　
(
写
生
)
な
い
し
(
写
実
)
を
徹
底
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
。そ

れ
を
否
定
的
に
見
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
創
作
方
法
と
し
て
の
　
(
写
実
)
は
省
三
作
品
を
理
解
す

る
上
で
き
わ
め
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
。

(
写
実
)
を
可
能
な
ら
し
め
る
位
置
に
　
(
語
り
手
)
が
立
つ
こ
と
の
で
き
た
と
こ
ろ
に
、
省
三
の
作
品

の
価
値
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
の
視
線
に
立
っ
た
(
語
り
手
)
　
の
獲
得
で
あ
り
、
子
ど
も
の
生
活

を
子
ど
も
の
視
線
に
立
っ
て
覗
き
見
る
こ
と
の
で
き
る
視
座
を
備
え
た
　
(
語
り
手
)
　
の
獲
得
で
あ
る
。
そ
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の
よ
う
な
　
(
語
り
手
)
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
省
三
の
作
品
に
お
い

て
は
、
子
ど
も
の
生
態
を
当
事
者
の
立
場
か
ら
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
原
昌
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
は

当
事
者
の
立
場
か
ら
む
し
ろ
も
の
ご
と
の
全
局
を
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き
る
立

場
へ
抜
け
出
そ
う
と
す
る
少
年
を
描
き
、
そ
の
日
と
心
を
以
て
自
ら
の
属
し
て

い
た
社
会
を
　
(
異
化
)
　
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
省
三
の
作
り
出
し
た
　
(
語

り
手
)
　
は
、
子
ど
も
に
限
り
な
く
同
化
し
て
い
る
。

大
正
九
年
一
〇
月
に
　
〓
里
謡
」
誌
に
発
表
さ
れ
た
「
拾
っ
た
神
様
」
は
省
三

の
　
(
村
童
も
の
)
　
の
第
一
作
で
あ
り
、
後
の
こ
の
系
列
の
作
品
群
に
繋
が
る
豊

か
な
芽
を
宿
し
て
い
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
子
ど
も
の
一
人
へ
茂
吉
ち
ゃ
ん
)

に
対
す
る
　
(
語
り
手
)
　
の
距
離
の
と
り
方
に
、
省
三
の
童
話
の
特
徴
の
一
つ
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

(
茂
吉
ち
ゃ
ん
は
ぢ
つ
と
し
て
魚
の
番
を
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
ふ
と
、
十
問
程
さ

き
に
妙
な
も
の
が
転
が
っ
て
ゐ
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
ま
つ
白
く
水
に
さ
ら
さ

れ
た
、
小
さ
い
木
の
根
の
や
う
な
も
の
な
の
で
す
。
)

こ
の
文
章
は
三
人
称
の
語
り
で
貫
か
れ
て
い
る
が
、
(
語
り
手
)
　
は
明
ら
か

に
登
場
人
物
の
な
か
で
も
つ
と
も
小
さ
い
　
(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
　
に
寄
り
添
っ
て
い

る
。
(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
と
い
う
子
ど
も
に
　
(
語
り
手
)
　
の
目
が
重
ね
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
　
(
死
神
)
騒
動
の
傍
ら
で
　
(
白
い
腹
)
を
見
せ

て
死
ん
で
し
ま
っ
た
　
(
鰍
)
　
に
読
者
側
の
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
出
来
事
か
ら
何
ら
か
の
距
離
を
置
く
人
物
を
設
定
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
遊
び
に
夢
中
に
な
る
子
ど
も
の
姿
を
活
写
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
遊

び
の
な
か
で
子
ど
も
の
目
と
心
に
映
じ
た
小
さ
な
(
死
)
と
そ
れ
に
伴
う
悲
哀

を
扱
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
自
己
の
体
験
の
作
品
化

鳥
越
信
は
、
有
島
武
郎
や
島
崎
藤
村
と
と
も
に
千
葉
省
三
を
論
じ
る
文
章
の

中
で
、
彼
ら
の
童
話
の
特
徴
を
　
(
自
己
の
少
年
時
代
の
思
い
出
　
-
　
あ
る
い
は

自
己
の
直
接
的
体
験
)
脚
を
作
品
化
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
て
い
る
。
(
自
己

の
少
年
時
代
の
思
い
出
)
　
が
作
品
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
千

葉
省
三
の
作
品
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
大
き
く
決
定
づ
け
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
自
ら
の
子
ど
も
時
代
の
体
験
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
省
三
童
話
の
価
値
を
高
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
鳥
越
は
、
武

郎
、
藤
村
、
省
三
の
三
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
　
(
自
己
の
体
験
の
作
品
化
)

こ
そ
、
そ
れ
ま
で
の
説
話
の
再
話
が
中
心
で
あ
っ
た
日
本
の
児
童
文
学
を
　
(
前

進
)
　
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
菅
忠
通
は
、
千
葉
省
三
・
坪
田
譲
治
ら
の
作
品
を
評
す
る
文
章
の
中

で
、
と
く
に
省
三
の
作
品
に
　
(
日
本
の
近
代
文
学
の
主
軸
と
な
っ
て
き
た
私
小

説
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
影
を
落
と
し
て
い
る
)
脚
と
し
て
い
る
。
菅
の
用
い
る

(
私
小
説
的
リ
ア
リ
ズ
ム
)
と
い
う
言
葉
に
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
否
定
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
省
三
の
童
話
は
　
(
私
小
説
的
リ
ア
リ

ズ
ム
)
　
の
備
え
る
し
た
た
か
な
特
性
を
子
ど
も
の
読
者
の
た
め
に
生
か
し
た
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
省
三
の
作
品
に
お
け
る

(
私
)
　
は
必
ず
し
も
大
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
作
中
人
物
と
し
て
の
子
ど
も
の

一
人
で
あ
っ
た
り
、
自
ら
の
子
ど
も
時
代
の
経
験
を
回
想
す
る
存
在
で
あ
っ
た

り
す
る
。

作
中
人
物
の
一
人
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
時
、
そ
の
多
く
は
　
へ
お
れ
〉
と

い
う
一
人
称
で
名
指
さ
れ
　
(
「
虎
ち
ゃ
ん
の
日
記
」
他
)
、
子
ど
も
時
代
の
省
三

自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
物
を
指
す
と
き
に
　
(
私
)
が
用
い
ら
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れ
る
　
(
「
芝
居
ご
っ
こ
」
他
)
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
　
(
お
れ
)
　
や

(
私
)
と
作
者
の
問
に
は
距
離
が
あ
る
。
逆
に
、
「
拾
っ
た
神
様
」
　
の
場
合
、

そ
の
　
(
語
り
手
)
　
は
子
ど
も
の
姿
を
等
し
な
み
に
捉
え
、
統
べ
る
存
在
で
は
な

く
、
(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
　
と
い
う
人
物
に
か
な
り
寄
り
添
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
作
中
の
人
物
の
一
人
に
対
し
て
、
付
き
と
離
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
が
、

(
自
ら
の
経
験
)
を
作
品
化
す
る
た
め
の
大
切
な
条
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

ビ
ヴ
寸
ツ
ト

作
者
自
身
、
現
実
世
界
と
物
語
世
界
七
の
間
に
蝶
番
の
よ
う
に
位
置
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
の
位
置
に
人
物
の
一
人
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
、
省
三
の
童
話
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
省
三
の
童
話
の
リ
ア
ル
な
子
ど

も
像
の
成
り
立
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
作
者
の
位
置
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

三
　
少
年
の
遊
び
の
悲
哀
　
-
　
「
芝
居
ご
っ
こ
」
　
-

遊
び
が
終
わ
っ
た
時
の
何
と
も
言
え
な
い
無
力
感
を
描
き
出
す
と
こ
ろ
に
も

省
三
の
作
品
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
芝
居
ご
っ
こ
」
　
(
『
童

話
し
大
正
一
五
年
三
月
、
原
題
は
「
き
や
う
だ
い
」
。
後
に
　
『
ト
テ
馬
車
」
　
に
収
め

ら
れ
る
際
に
改
題
さ
れ
た
。
)
　
と
い
う
短
編
に
は
遊
ぶ
仲
間
に
裏
切
ら
れ
た
者
の

哀
し
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
(
芝
居
ご
っ
こ
)
　
に
行
く
途
中
で
　
(
遺
傍
)
　
の

(
胡
瓜
)
を
　
(
私
)
　
が
先
頭
に
な
っ
て
食
べ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
が

胡
瓜
畑
の
主
　
(
活
さ
ん
)
　
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
。

(
「
お
ら
、
一
本
き
り
と
ん
ね
ん
だ
よ
。
」

し
よ
・
ノ

「
お
ら
、
省
ち
ゃ
ん
に
半
分
も
ら
っ
た
だ
け
な
ん
だ
よ
。
」

な
ど
と
、
て
ん
で
に
言
い
わ
け
を
す
る
の
で
し
た
。

め
が
し
ち

私
は
一
口
も
口
を
開
か
ず
に
、
く
や
し
さ
と
、
悲
し
さ
で
、
目
頭
が
焼
け
さ
う

に
な
っ
て
く
る
の
を
、
ぢ
つ
と
こ
ら
へ
て
ゐ
ま
し
た
。

す

活
さ
ん
は
、
し
ば
ら
く
睨
み
据
え
て
か
ら
、
ぷ
い
と
外
へ
出
て
行
き
ま
し
た
。

芝
居
は
、
も
う
お
し
ま
ひ
で
し
た
。
お
友
達
も
、
見
物
人
も
、
ど
こ
か
へ
行
っ

て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
)

(
芝
居
ご
っ
こ
)
　
に
向
か
う
途
中
で
　
(
胡
瓜
)
を
食
べ
た
そ
の
時
は
共
犯
者

で
あ
っ
た
筈
の
友
が
掌
を
返
し
た
よ
う
に
　
(
私
)
　
の
も
と
を
去
っ
て
い
く

(
(
私
)
　
の
　
(
弟
)
だ
け
を
残
し
て
)
。
し
か
も
、
(
胡
瓜
)
　
泥
棒
の
罪
を
総
て

(
私
)
　
に
押
し
っ
け
て
。
(
芝
居
は
、
も
う
お
し
ま
ひ
で
し
た
。
)
と
い
う
一
文

は
、
こ
の
時
の
　
(
私
)
　
の
哀
し
み
を
重
く
伝
え
て
い
る
。
こ
の
　
(
私
)
　
の
哀
し

み
は
、
不
意
に
甘
美
な
夢
か
ら
醒
め
た
者
の
感
ず
る
哀
し
み
に
似
て
い
る
。

(
芝
居
ご
っ
こ
)
　
と
い
う
遊
び
に
興
じ
て
い
た
そ
の
楽
し
さ
の
さ
な
か
で
、

(
私
)
　
は
痛
い
ほ
ど
現
実
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
私
)
　
の
悲
哀
は
、
遊
び
か
ら
醒
め
る
時
に
胸
に
抱
く
虚
し
さ
を
感
じ
と
る

感
覚
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
　
(
私
)
　
の
悲
哀
を
支
え
る
感
覚
は
、
「
拾
っ

た
神
様
」
　
の
　
(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
　
の
目
と
心
を
支
え
る
　
(
語
り
手
)
　
の
感
覚
と
確

実
に
繋
が
っ
て
い
る
。

四
　
遊
び
か
ら
醒
め
る
感
覚
　
-
　
「
鷹
の
巣
と
り
」
　
-

遊
び
か
ら
脱
け
出
す
感
覚
は
、
そ
の
結
末
が
「
芝
居
ご
っ
こ
」
と
は
対
照
的

な
「
鷹
の
巣
と
り
」
　
(
『
童
話
文
学
」
昭
和
三
年
七
月
)
　
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の

作
品
で
は
、
(
鷹
の
巣
)
　
ら
し
き
も
の
を
捕
ろ
う
と
し
た
　
(
三
ち
ゃ
ん
)
　
が
、

(
ダ
イ
シ
ャ
ク
ポ
ウ
)
　
の
　
(
ぼ
た
ん
杉
)
　
の
木
か
ら
落
下
す
る
と
い
う
事
件
が

中
心
と
な
る
。
(
ダ
イ
シ
ャ
ク
ポ
ウ
)
と
は
、
こ
の
物
語
の
人
物
た
ち
に
と
っ

て
、
日
常
性
か
ら
か
け
離
れ
た
空
間
で
あ
り
、
(
ぼ
た
ん
杉
)
は
そ
の
非
日
常

の
空
間
に
そ
び
え
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
こ

に
入
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
好
奇
心
や
冒
険
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
る
こ
と

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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(
ぼ
た
ん
杉
)
か
ら
落
下
し
た
　
(
三
ち
ゃ
ん
)
　
が
無
事
か
ど
う
か
、
一
同
は

固
唾
を
呑
ん
で
見
守
り
、
無
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
な
お
皆
親
身
に

な
っ
て
　
(
三
ち
ゃ
ん
)
　
の
身
の
上
を
案
じ
た
。

(
お
れ
ら
は
、
せ
い
一
ば
い
の
慰
め
の
言
葉
を
あ
び
せ
て
、
三
ち
ゃ
ん
を
、
総
が

か
り
で
抱
き
お
こ
し
て
、
そ
ろ
く
と
森
か
ら
連
れ
だ
し
た
。
お
れ
と
仙
ち
ゃ
ん

が
両
方
か
ら
手
を
肩
に
か
つ
い
だ
。
喜
作
ち
ゃ
ん
が
後
か
ら
腰
を
抱
い
た
。
助
治

は
先
に
立
っ
て
、
道
の
邪
魔
に
な
る
木
の
枝
や
蜘
妹
の
巣
を
の
け
た
。
道
ま
で
出

る
の
に
ず
ゐ
ぷ
ん
骨
が
折
れ
た
。
で
も
、
ど
う
か
か
う
か
、
三
ち
ゃ
ん
を
山
の
下

ま
で
連
れ
お
ろ
し
た
。
)

へ
三
ち
ゃ
ん
)
が
　
(
ぼ
た
ん
杉
)
か
ら
落
下
す
る
と
い
う
危
険
に
巡
り
合
い
、

子
ど
も
た
ち
は
非
日
常
の
空
間
で
あ
る
　
(
森
)
　
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
必
死
に

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
遊
び
か
ら
醒
め
て
い
く
子
ど
も
の
感
覚
が
投
影
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
友
の
生
命
が
危
険
に
曝
さ
れ
る
と
い
う
現
実
を
目

の
当
た
り
に
し
て
、
彼
ら
は
遊
び
か
ら
醒
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
物
語
の
後
半

に
お
い
て
は
、
皆
が
遊
び
か
ら
醒
め
る
中
で
な
お
甘
え
た
よ
う
な
物
言
い
を
繰

り
返
す
(
三
ち
ゃ
ん
)
　
が
温
か
く
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
(
遊
び
)
　
か
ら
醒
め
て
い
く
時
の
子
ど
も
の
感
覚
を
巧
み
に

措
い
た
も
の
が
、
省
三
の
作
品
に
は
少
な
く
な
い
。
省
三
の
作
品
が
リ
ア
リ
ズ

ム
に
よ
る
も
の
だ
と
論
じ
る
論
者
は
多
い
が
、
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
特
徴
の
一

つ
と
し
て
、
(
遊
び
)
　
か
ら
醒
め
て
い
く
時
に
、
子
ど
も
が
示
す
現
実
感
覚
を

強
調
し
て
い
る
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
鷹
の
巣
と

り
」
　
の
場
合
は
、
そ
れ
を
　
(
ア
ッ
チ
ー
)
　
の
笑
い
に
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
例

え
ば
先
に
触
れ
た
「
芝
居
ご
っ
こ
」
な
ど
の
作
品
で
は
少
年
の
悲
哀
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
、
(
覚
醒
)
　
の
感
覚
が
、
省
三
の

(
柑
童
も
の
)
　
の
中
で
思
い
の
他
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
遊
び
か
ら
醒
め
る
子
ど
も
の
感
覚
に
目
を
向
け
た
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も

の
心
理
の
袋
を
描
く
作
品
を
残
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
は
、
千
葉
省
三
の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
の
ナ
イ
ー
ヴ
さ
に
も
関

わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
遊
び
か
ら
醒
め
る
時
の
子
ど
も
の
寂
し
さ
に

日
を
向
け
る
に
し
て
も
、
遊
び
か
ら
醒
め
て
な
お
明
る
さ
を
失
わ
な
い
子
ど
も

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
姿
を
描
く
に
し
て
も
、
省
三
の
作
品
に
は
醒
め
て
い
く
過
程
を
し
た
た
か
に

見
据
え
る
ま
な
ざ
し
が
あ
る
。

五
　
醒
め
た
ま
な
ざ
し
ー
ー
⊥
百
三
の
童
話
の
基
底
　
-

こ
こ
で
再
び
「
拾
っ
た
神
様
」
に
話
題
を
移
そ
う
。

「
拾
っ
た
神
様
」
　
は
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
　
が
川
の
な
か
に
発
見
し
た
　
(
お
宮
)
　
を
自
分
た
ち
の
　
(
神

様
)
　
と
し
て
祭
り
、
勇
ん
で
行
進
す
る
子
ど
も
た
ち
が
、
(
大
将
の
忠
ち
ゃ

ん
)
　
の
母
親
か
ら
そ
ん
な
も
の
を
拾
っ
て
有
り
難
が
っ
て
い
る
と
　
(
死
神
)
　
に

取
り
憑
か
れ
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
、
(
し
ょ
げ
切
っ
て
)
　
し
ま
う
ま
で
の
プ
ロ

セ
ス
に
は
子
ど
も
た
ち
の
気
分
の
変
容
が
巧
み
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
物
語
の
面
白
さ
は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
子
ど
も
の
群
れ
の
な
か
で
一
番
小
さ
い
　
(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
　
の
視
点
に
寄
り

添
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
の
　
(
語
り
手
)
　
は
子
ど
も
の
心
の
機
微
に
触

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
と
い
う
子
ど
も
は
、
他
の
大
き
な
子

ど
も
の
う
し
ろ
を
つ
い
て
ま
わ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
小
さ
な
　
(
茂

吉
ち
ゃ
ん
)
　
の
視
点
に
注
目
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
に
は
微
妙

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

な
陰
影
が
加
わ
る
。
(
ひ
な
た
く
さ
い
臭
い
を
ぷ
ん
ぷ
ん
発
散
さ
せ
)
㈱
る
子
ど

も
に
内
在
す
る
心
の
動
き
が
作
中
に
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
　
(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
　
は
小
さ
い
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
他
の
子
ど
も
の
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目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
ま
で
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
子
ど
も
が

魚
獲
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
時
、
川
の
な
か
に
半
ば
埋
ま
っ
て
い
た
　
(
お

宮
)
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
も
、
彼
が
仲
間
の
遊
び
の
周
縁
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
(
茂
吉
ち
ゃ
ん
)
　
は
こ
の
物
語
の
な

か
で
つ
ね
に
周
縁
の
位
置
に
あ
っ
て
重
要
な
役
ど
こ
ろ
を
演
じ
て
い
る
。

省
三
の
作
品
で
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
う
し
た
仲
間
か
ら
一
歩
距
離

を
置
い
た
存
在
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
子
ど
も
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
遊
び
に
夢
中
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
遊
び
に
夢
中
に

な
っ
た
子
ど
も
を
描
く
た
め
に
、
省
三
は
、
夢
中
に
な
る
存
在
を
見
つ
め
る
醒

め
た
ま
な
ざ
し
を
用
意
し
て
い
る
。

生
き
生
き
し
た
子
ど
も
の
姿
を
童
話
の
な
か
に
登
場
さ
せ
た
こ
と
以
上
に
、

こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
省
三
の
　
(
村
童
も
の
)
　
は
、
単
に
子
ど

も
の
遊
ぶ
姿
を
　
(
写
生
)
　
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
遊
ぶ
子
ど
も
を
見

据
え
る
醒
め
た
ま
な
ざ
し
が
存
在
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
そ
の
特
徴
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
童
話
に
私
た
ち
は
あ
る
種
の
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
る
。

し
か
し
、
そ
の
ユ
ー
モ
ア
に
は
時
に
悲
哀
が
伴
う
。
か
つ
て
古
田
足
日
が
述
べ

た
よ
う
に
、
私
た
ち
が
　
(
少
年
の
生
活
の
な
か
に
も
あ
る
人
生
と
社
会
の
縮

図
)
㈲
を
彼
の
作
品
に
見
出
す
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し

の
為
せ
る
業
な
の
で
あ
る
。

注
川
　
原
昌
、
『
比
較
児
童
文
学
論
」
、
大
日
本
図
書
、
一
九
九
一
年
七
月
一
〇
日
、

二
五
頁
。

㈲
　
鳥
越
信
、
『
日
本
児
童
文
学
案
内
」
、
理
論
社
、
一
九
六
三
年
八
月
、
八
七
頁
。

刷
　
菅
忠
通
、
「
増
補
改
訂
　
日
本
の
児
童
文
学
」
、
大
月
書
店
、
一
九
六
六
年
五

月
一
四
日
、
二
〇
五
頁
。

㈱
　
鈴
木
晋
一
、
「
千
葉
省
三
」
、
石
井
桃
子
他
編
『
子
ど
も
と
文
学
」
、
福
音
館

書
店
、
一
九
六
七
年
五
月
一
日
、
一
二
五
頁
。
傍
点
は
原
文
通
り
。

㈲
　
古
田
足
日
、
「
千
葉
省
三
論
」
、
鳥
越
信
他
編
「
児
童
文
学
概
論
」
、
牧
書
店
、

一
九
六
三
年
一
月
一
八
日
、
一
六
三
頁
。

〔
付
記
〕

千
葉
省
三
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、
総
て
関
英
雄
編
　
「
日
本
児
童
文
学
大
系
一
五

千
葉
省
三
」
　
(
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
七
七
年
)
　
に
拠
っ
た
。

(
や
ま
も
と
・
た
か
は
る
/
広
島
大
学
)




