






圃
が
遠
い
の
で
、
朝
、
田
圃
を
見
回
り
に
、
義
父
の
自
転
車
を
無
断
で
田
圃
に
乗
っ

て
行
っ
た
。
婿
が
出
て
行
っ
た
数
時
間
後
に
、
義
父
が
起
き
て
み
る
と
、
玄
関
先
に

置
い
て
あ
っ
た
自
転
車
が
な
い
。
義
父
は
怒
り
出
し
て
、
直
感
的
に
「
婿
」
だ
な
と
、

言
い
出
し
て
い
ろ
と
、
婿
が
田
圃
か
ら
、
自
転
車
に
馬
草
を
一
杯
積
ん
で
帰
っ
て
き

た
。
義
父
は
婿
を
見
る
な
り

カ
ン
カ
ン
ガ
ク
ガ
ク

『
こ
の
捨
て
婿
」
、
自
転
車
に
乗
っ
て
田
圃
に
行
き
何
事
だ
、
と
侃
々
誇
々
激
怒

し
、
喰
っ
て
か
か
っ
た
と
云
う
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
、
農
村
が
解
放
さ
れ
た
昭
和
二
十
八
年
ご
ろ
で
も
、
『
婿
」

は
こ
の
様
な
状
態
だ
っ
た
の
に
、
昔
の
「
鰯
」
は
惨
め
で
あ
っ
た
と
思
う
。
義
父
母

は
、
「
婿
」
を
牛
馬
の
よ
う
に
使
う
が
、
娘
に
対
す
る
愛
情
を
、
『
婿
」
に
奪
わ
れ

ま
い
と
す
る
気
持
な
の
か
、
ま
た
、
『
婿
」
に
財
産
を
譲
る
の
が
惜
し
か
っ
た
の
か
？

昔
か
ら
、
『
小
糠
三
升
あ
れ
ば
婿
に
行
く
な
」
の
諺
え
は
、
裏
返
し
て
、
「
小
糠

三
升
あ
れ
ば
、
裸
で
も
自
立
で
き
る
」
と
云
う
一
つ
の
教
え
で
も
あ
り
、
「
婿
」
と

云
う
言
葉
の
響
き
は
、
一
種
の
「
ア
ザ
ケ
リ
」
と
「
サ
ゲ
シ
ミ
」
の
何
も
の
で
も
無

い
。

木
村
治
利

「
粉
糠
三
合
持
っ
た
ら
養
子
に
行
く
な
」
こ
の
諺
は
、
自
分
も
次
男
で
あ
っ
た
か

ら
よ
く
聞
か
さ
れ
た
。

た
と
え
、
粉
糠
三
合
で
も
自
分
の
も
の
が
あ
っ
た
ら
気
苦
労
の
多
い
養
子
な
ど
に

行
く
な
、
自
分
の
力
で
や
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

入
婿
と
な
れ
ば
相
手
は
い
く
ら
か
の
財
産
が
あ
る
た
め
、
わ
が
ま
ま
な
家
付
娘
と

き
ま
っ
て
い
る
。

昔
は
男
や
姑
が
死
な
な
け
れ
ば
家
督
相
続
は
で
き
な
か
っ
た
。
、

そ
の
間
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
い
つ
で
も
追
い
出
さ
れ
る
の
が
相
場
で
あ
っ
た
。

婿
の
地
位
は
、
吹
け
ば
と
ぶ
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
粉
糠
三
合
位
の
価
値
し
か
な

い
と
皮
肉
っ
た
諺
で
な
か
ろ
う
か
。

「
つ
き
合
い
を
よ
く
で
る
婿
は
お
ん
出
さ
れ
」

ま
た
、
婚
家
先
で
一
生
労
働
に
飼
い
な
ら
さ
れ
る
婿
よ
り
も
、
若
し
『
米
糠
三
升
」

の
資
本
が
あ
っ
た
ら
、
独
立
独
歩
一
人
立
ち
で
き
る
と
云
う
、
藩
政
下
の
も
と
に
、

苛
酷
な
ま
で
の
労
働
に
明
け
暮
れ
、
次
の
世
代
に
資
産
を
残
し
得
な
か
っ
た
、
津
軽

６
６

農
民
の
姿
が
浮
き
堀
り
に
さ
れ
る
。
碗
き
苦
し
み
の
『
米
糠
三
升
あ
っ
た
ら
婿
に
な

る
な
』
と
云
い
伝
え
ら
れ
て
き
て
、
今
に
残
さ
れ
た
言
葉
と
私
は
解
す
る
。

現
在
は
氏
姓
を
基
本
と
し
て
、
父
系
家
族
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
古
代
に
に
な
る
な
』
で
あ
り
。

も
が
き
言
葉

木
下
清
一

妬
み
節

薑雪

一 ‐ ’ 言

先
ご
ろ
ま
で
津
軽
に
残
っ
て
い

さ
て
問
題
の
Ⅱ
米
糠
と
婿
Ⅱ
の
関
連
に
つ
い
て
、
古
代
人
は
本
能
の
お
の
の
く
ま

ま
に
、
自
由
意
志
で
結
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
律
令
国
家
と
な
り
、
社
会
構
造
も
組

織
と
約
束
事
で
固
め
ら
れ
、
人
間
が
人
間
に
統
束
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
枠
内
に

縛
ら
れ
、
個
人
の
主
権
が
ま
っ
た
く
支
配
下
に
お
か
れ
、
徳
川
藩
幕
政
下
に
あ
っ
て

は
、
主
権
は
家
長
の
絶
体
的
な
も
の
で
、
そ
の
意
志
命
令
に
従
う
し
か
な
か
っ
た
封

建
時
代
に
、
次
三
男
の
生
き
る
道
は
ど
こ
に
あ
っ
た
ろ
う
か
。
？

武
家
の
長
男
は
、
ハ
ゲ
で
も
、
疵
者
で
も
、
阿
呆
で
も
家
長
の
座
が
決
っ
て
い
た
。

次
三
男
は
、
後
継
ぎ
の
な
い
家
に
婿
入
り
す
る
ほ
か
、
就
職
口
が
な
か
っ
た
。

在
々
百
姓
農
家
に
い
た
っ
て
は
、
男
は
労
働
力
の
資
本
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
小

作
百
姓
が
一
握
り
の
藩
や
物
持
ち
地
主
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
藩
政
時
代
で

は
、
次
三
男
の
独
立
分
家
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
婿
に
で
も
選
ば
れ
な
い
限
り
、

大
家
族
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
一
生
労
働
源
の
農
奴
に
お
わ
っ
た
の
で
は
な
い

少
◎

一
つ
力
？
．

さ
か
の
ぼ
る
と
、
母
系
家
族
構
成
で
あ
っ
た
と
云
う
。

部
族
の
保
存
繁
栄
を
図
る
た
め
に
は
、
他
部
族
他
邑
女
性
の
略
奪
も
常
習
で
、
男

は
守
猟
魚
獲
し
、
女
子
供
を
養
う
こ
と
が
義
務
で
あ
り
、
ま
た
部
族
を
守
る
た
め
に

は
、
男
は
戦
士
で
あ
っ
た
。

さ
て
ま
た
、
当
時
の
藩
政
下
で
は
、
百
姓
は
搾
取
に
搾
取
さ
れ
尽
さ
れ
、
米
糠
三

升
を
も
持
て
な
い
生
活
面
か
ら
脱
却
で
き
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
選
ば
れ
て
婿
入
り

寅
本
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ⅱ
ヨ
蛸
』
Ⅱ
に
対
す
る
羨
望
と
、
ヤ
ッ
カ
ミ
の
ヨ
蛸

か
。と

い
う
く
ら
い
だ
っ
た
か
ら
物
・
心
と
も
に
苦
労
が
多
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
川
柳
は
誇
張
さ
れ
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
昔
か
ら
「
婿
は
上
か
ら
、
嫁
は

下
か
ら
も
ら
え
」
と
い
う
常
識
的
な
判
断
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
や
は
り
聟
を
立
て
一

家
の
中
心
と
す
る
工
夫
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

や
承

「
養
子
に
行
く
か
、
い
ば
ら
の
薮
を
裸
で
行
く
か
」
と
か
「
養
子
に
行
く
か
、
天

津
な
わ
て
を
裸
で
行
く
か
」
な
ど
悲
壮
な
ま
で
の
こ
と
ば
が
あ
る
。
ち
な
み
に
天
津

な
わ
て
あ
つ
み

畷
は
、
渥
美
海
岸
の
あ
る
烈
風
の
名
所
で
あ
る
。

舅
が
横
座
で
、
イ
ロ
リ
を
キ
セ
ル
で
叩
け
ば
、
岸
元
で
ビ
ク
ビ
ク
身
体
が
震
え
た

い
く

と
述
懐
す
る
聟
も
あ
る
。
幾
つ
に
な
っ
て
も
財
布
は
舅
や
姑
が
握
り
婿
に
は
金
目
を

与
え
な
い
、
借
子
に
も
劣
る
存
在
だ
、
苦
労
が
多
い
の
で
早
く
老
け
こ
み
、
財
布
も

持
た
ず
に
死
ん
だ
聟
も
多
か
っ
た
。
や
は
り
婿
は
男
の
弥
三
郎
節
で
あ
っ
た
の
か
。

し
か
し
、
粉
糠
三
升
の
諺
は
婿
に
も
行
け
ぬ
貧
農
の
妬
み
節
で
は
な
か
っ
た
と
思

戸
「
／
Ｏ

当
時
貧
農
の
次
男
三
男
が
嫁
を
も
ら
っ
て
も
、
す
ぐ
田
畑
を
貰
っ
て
分
家
で
き
な

か
っ
た
、
ニ
ラ
（
仕
事
場
）
の
片
隅
か
、
物
置
の
隅
っ
．
に
一
室
を
作
り
、
こ
こ
で

親
や
兄
夫
婦
に
二
年
Ｉ
三
年
と
使
え
、
や
っ
と
や
せ
た
田
圃
を
二
、
三
反
貰
っ
て
分

家
さ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。
従
っ
て
そ
の
生
活
は
お
い
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。

婿
に
行
き
た
く
と
も
選
ば
れ
な
け
れ
ば
、
婿
に
は
ゆ
け
ぬ
の
で
、
婿
に
行
っ
た
人

を
恨
む
気
持
が
粉
糠
三
升
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

男
が
ブ
リ過

去
か
ら
の

遺
言

太
田
忠
光

１
に
女
の
も
と
に

通
う
習
慣
が
平
安
朝
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

た
夜
這
い
行
為
は
、
そ
の
名
残
り
で
は
な
か
っ
た
ろ
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