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二
月
下
旬
に
生
ま
れ
て
初
め
て
山
口
市
を

訪
れ
た
。
市
内
観
光
と
湯
田
温
泉
で
の
一
泊
、

天
候
が
許
せ
ば
鴻
ノ
嶺
と
い
う
低
山
踏
破
も

と
計
画
し
た
が
、二
日
目
の
朝
「
山
口
大
神
宮
」

に
参
詣
す
る
頃
に
雪
が
降
り
始
め
た
。
大
神
宮

は
永
正
十
七（
一
五
二
〇
）年
に
大
内
義
興
が
、

朝
廷
の
勅
許
を
得
て
伊
勢
皇
太
神
宮
の
ご
分

霊
を
勧
請
し
た
神
社
で
、
爾
来
「
西
の
お
伊

勢
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
て
き
た
そ
う
だ
。
伊

勢
神
社
か
ら
直
接
御
分
霊
を
受
け
て
の
創
建

は
、
明
治
以
前
こ
の
山
口
大
神
宮
以
外
に
な

い
と
の
こ
と
で
、
平
成
十
二
年
の
式
年
遷
宮

に
よ
り
造
営
さ
れ
た
境
内
の
内
宮
・
下
宮
は
、

小
雪
舞
う
中
で
本
家
そ
の
ま
ま
の
佇
ま
い
を

見
せ
て
い
た
。

　
登
山
は
断
念
し
て
神
宮
の
裏
手
を
散
策
す

る
内
に
「
高
嶺
城
跡
」
へ
た
ど
り
着
い
た
。

こ
の
城
は
大
内
家
最
後
の
当
主
義
長
が
、
弘

治
二
（
一
五
五
六
）
年
に
毛
利
氏
の
侵
攻
に

備
え
て
築
い
た
が
、
翌
年
に
は
形
勢
不
利
の

中
で
下
関
方
面
へ
逃
れ
て
自
刃
し
城
は
毛
利

軍
の
拠
点
と
な
る
。
や
が
て
徳
川
幕
府
の
一

国
一
城
令
に
よ
り
高
嶺
城
は
破
却
さ
れ
、
萩

城
が
毛
利
藩
の
本
拠
と
し
て
今
日
ま
で
残
っ

て
い
る
。

　
第
十
代
当
主
・
義
弘
の
活
躍
し
た
室
町
時

代
前
期
が
大
内
家
の
全
盛
期
で
、
朝
鮮
と
の

交
易
で
力
を
蓄
え
倭
寇
の
撃
退
に
も
当
た
っ

た
。
大
内
家
の
始
祖
は
百
済
の
王
族
で
あ
っ

た
と
の
言
い
伝
え
を
基
に
、
高
麗
王
に
故
地

の
割
譲
を
迫
る
一
幕
も
あ
っ
た
。
国
内
で
は

南
北
朝
の
合
一
に
力
を
尽
く
す
が
、
次
第
に

三
代
将
軍
足
利
義
満
と
対
立
し
て
遂
に
は
大

阪
で
敗
死
し
た
。「
瑠
璃
光
寺
」
の
五
重
塔
は

義
弘
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
て
ら
れ
た
。

来
春
ま
で
檜
皮
葺
屋
根
の
全
面
葺
き
替
え
中

で
、
日
本
三
名
塔
に
数
え
ら
れ
る
国
宝
の
拝

観
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

　
筆
者
の
祖
父
は
島
根
県
石
見
益
田
市
郊
外

の
浄
土
真
宗
極
楽
寺
の
第
十
七
世
住
職
だ
っ

た
が
、
家
系
に
関
心
を
持
っ
て
講
究
し
、
寺

の
開
基
（
江
戸
時
代
の
初
期
）
よ
り
遡
る
と

大
内
家
に
繋
が
る
と
結
論
づ
け
た
。
よ
っ
て

祖
父
の
遺
し
た
家
系
図
は
右
記
の
「
百
済
の

王
族
」
―
琳
聖
太
子
―
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

聖
明
王
の
第
三
皇
子
で
、
聖
徳
太
子
の
お
手

伝
い
に
来
日
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し

て
み
る
と
大
内
家
の
盛
衰
も
他
人
事
と
は
思

わ
れ
ず
、
雪
中
で
暫
し
往
時
を
偲
ん
だ
。（
和
）

　
今
号
で『
寺
子
屋
だ
よ
り
』の
編
集
の
職
を

辞
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
歴
史
あ
る

冊
子
の
仕
事
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
が
、令
和
5 

年
3
月
号（
99
号
）で
し
た
の
で
、お
よ
そ
2
年

に
わ
た
っ
て
、誌
面
づ
く
り
に
携
わ
っ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
短
い
間
で
は
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、読
者
の
皆

様
に
は「
反
響
」と
い
う
形
で
拙
い
仕
事
ぶ
り

を
お
支
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
の
場
を
借
り

て
、あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
制
作
を
通
し
て
何
よ
り
痛
感
し
た
の
は
、自

ら
の
無
知
で
し
た
。こ
れ
は
謙
遜
で
も
な
ん
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
編
集
や
執
筆
に
携
わ
っ
て

30
年
以
上
に
な
り
ま
す
。と
く
に
意
識
し
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、そ
も
そ
も
、こ
の
よ

う
な
仕
事
を
選
ん
だ
の
も
、「
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
本
を
読
ん
で
い
る
ほ
う
だ
ろ
う
」「
も
の
を

考
え
て
き
た
ほ
う
だ
ろ
う
」と
い
う
自
負
が

あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
認
識
違
い
で
し

た
。政
治
や
経
済
の
こ
と
、ビ
ジ
ネ
ス
の
こ
と
、

社
会
課
題
に
つ
い
て
は
、い
っ
ぱ
し
の
口
が
き
け

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
で
、と
か
く「
日
本

の
こ
と
」を
知
ら
な
い
。歴
史
を
知
ら
な
い
。

精
神
性
を
知
ら
な
い
。
文
化
を
知
ら
な
い
。

言
葉
を
知
ら
な
い

―
。

　
山
口
代
表
が
安
定
し
た
会
社
員
の
道
を
捨

て
、「
子
供
た
ち
に
偉
人
に
つ
い
て
語
ろ
う
」と

思
い
立
っ
た
の
は
、日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
持

て
ず
元
気
を
な
く
し
た
子
供
た
ち
を
見
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。そ
れ
は
五
十
歳
を

と
う
に
過
ぎ
た
自
分
よ
り
、も
っ
と
下
の
世
代

の
話
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、実
際
は

自
身
こ
そ
が
、ま
さ
に
そ
の「
拠
り
所
を
喪
失

し
た
子
供
」だ
っ
た
の
で
す
。

　
寺
子
屋
だ
よ
り
の
編
集
に
携
わ
る
と
い
う
幸

運
に
恵
ま
れ
た
お
か
げ
で
、「
自
分
に
い
か
に
芯

が
な
い
か
」が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。こ
れ
か
ら

は
一
読
者
と
し
て
学
び
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

　
次
号
か
ら
は
前
編
集
長
が
復
帰
！ 

誌
面
の

充
実
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
元
木
哲
三
）
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巻頭言

に
、
誰
が
見
て
も
内
発
的
で
あ
る
と
認
め
る
様

な
推
移
を
や
ら
う
と
す
れ
ば
是
亦
由
々
し
き
結

果
に
陥
る
の
で
あ
り
ま
す
」と
表
現
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
文
明
開
化
に
邁
進
し
た
日
本
人
は
、

そ
れ
を
自
分
た
ち
自
身
の
内
心
か
ら
湧
き
出

る
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
は
し
切
れ
ず
、
身
の
丈
に
合
わ
な
い

ま
ま
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
そ
の
中
で
、
自
ら
は

内
発
的
に
西
洋
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
「
過
酷
な
労
働
」
に
従

事
し
た
漱
石
の
命
が
け
の
文
学
活
動
を
、廣
木
氏
は
愛
惜
を
も
っ

て
辿
り
続
け
て
い
ま
す
。

森
鴎
外
の
晩
年

　一
方
、
森
鴎
外
は
晩
年
『
渋
江
抽
斎
』
を
は
じ
め
と
す
る
史

伝
を
次
々
と
世
に
問
い
ま
す
。
鴎
外
も
西
洋
文
明
が
奔
流
す
る

中
、
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
前
の
日
本
人
を
発
掘
す
る
こ
と
で

時
代
と
戦
お
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
様
に
つ
き
、
鴎
外
か
ら

親
友
宛
の
手
紙
「（
仕
事
）
ヲ
ヤ
メ
テ一年
長
ク
呼
吸
シ
テ
ヰ
ル
ト

ヤ
メ
ズ
ニ一年
早
ク
此
世
ヲ
オ
イ
ト
マ
申
ス
ト
ド
ッ
チ
ガ
イ
イ
カ
考

物
デ
ア
ル
」
を
示
す
の
で
す
が
、
廣
木
氏
自
身
も
文
章
を
遺
す

作
業
が
出
来
な
い
の
な
ら
生
き
て
い
る
甲
斐
は
な
い
と
思
い
定
め

て
い
る
の
で
す
。

　
そ
う
言
え
ば
廣
木
氏
の
随
想
に
は
懸
命
に
生
き
た
人
の
死
が

多
く
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
を
主
題
と
す
る
の
で
死
が
関
わ

る
の
は
当
然
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
著
者
自
身
が
常
に
死
を
意
識

し
、
生
あ
る
内
に
思
い
の
丈
を
文
章
に
留
め
よ
う
と
す
る
営
み

を
長
年
続
け
て
来
た
の
で
し
ょ
う
。

　
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
『
葉
隠
』
の
中
に
次
の一節
が
あ
り
ま

す
。「
必
死
の
観
念
、一日
仕
切
り
な
る
（
日
々
新
た
に
す
る
）

べ
し
・
・（
様
々
な
死
に
ざ
ま
、
末
期
の
こ
と
を
考
え
）
朝
毎
に

懈
怠
な
く
死
し
て
置
く
べ
し
」。
こ
の
世
に
は
いつ
何
が
起
こ
る
か

知
れ
な
い
の
で
、
毎
朝
今
日
ま
で
の
命
だ
と
観
念
し
た
上
で
な
す

べ
き
こ
と
に
向
か
い
な
さ
い
と
い
う
教
え
と
理
解
し
て
い
ま
す
が
、

廣
木
氏
の
文
章
に
は
『
葉
隠
』
に
似
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る

の
で
す
。

外
圧
と
の
闘
い
の
歴
史

　
本
書
に
は
「
信
長
、
秀
吉
と
バ
テ
レ
ン
の
戦
い
」
と
題
す
る
論

考
も
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
日
で
は
秀
吉
の
個
人
的
野
望
と
片

付
け
ら
れ
て
い
る
朝
鮮
出
兵
を
、
ス
ペ
イ
ン
の
世
界
征
服
阻
止
と

い
う
視
点
で
再
構
築
す
る
潮
流
を
紹
介
し
つつ
、「
世
界
史
」
を

鳥
瞰
す
る
こ
と
が
不
得
意
な
日
本
人
に
覚
醒
を
促
す
内
容
で
す
。

　
歌
人
の
会
津
八一が
聖
徳
太
子
へ
の
思
慕
を
歌
っ
た
和
歌
を
紹

介
し
た一文
も
印
象
深
い
の
で
す
が
、
聖
徳
太
子
も
蘇
我
氏
の
謂

わ
ば
「
非
日
本
的
独
裁
」
を
食
い
止
め
よ
う
と
苦
闘
し
続
け
る

方
で
し
た
。

　
そ
う
見
て
く
る
と
、
古
代
か
ら
い
つ
の
時
代
も
先
人
た
ち
は
外

来
文
化
と
戦
っ
て
来
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
戦
い
は
近
年
益
々

熾
烈
に
な
って
お
り
、
所
謂
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
は
本
来
の
日
本
人

の
心
を
蝕
み
続
け
て
い
ま
す
。

　
廣
木
氏
は
そ
ん
な
現
状
に
絶
望
し
て
い
ま
す
。
漱
石
や
鴎
外

が
そ
し
て
小
林
秀
雄
た
ち
が
希
求
し
た
日
本
は
、
最
早
回
復
不

可
能
だ
と
諦
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
上
で
自
分
の
な
す
べ
き

こ
と
は
古
典
を
繙
き
「
確
か
に
存
在
し
た
」
日
本
を
、
命
あ
る

限
り
書
き
残
そ
う
と
覚
悟
を
決
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
決
し
て
容
易
に
読
み
流
せ
る
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
目
次
に

は「
ド
ス
ト
エフ
ス
キ
ー
と
吉
田
松
陰
」や「
福
沢
諭
吉
と
カ
ズ
オ
・

イ
シ
グ
ロ
氏
」
な
ど
、
滅
多
に
な
い
組
み
合
わ
せ
で
興
味
を
そ
そ

る
随
想
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
一読
を
お
勧
め
し
ま
す
。

絶
望
し
な
い

　
廣
木
氏
は
絶
望
し
て
い
る
現
代
日
本
で
す
が
、
私
は
ま
だ
好

転
の
可
能
性
を
諦
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
小
中
一貫
校
「
志
明

館
」
の
存
在
で
す
。
開
校
か
ら一年
、
目
ざ
す
理
想
の
学
び
舎
に

は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
す
が
、
伸
び
伸
び
と
闊
達
に
学
ぶ
子
供

た
ち
の
将
来
を
思
い
描
き
な
が
ら
、
挑
戦
を
続
け
ま
す
。

　
本
誌
「
寺
子
屋
だ
よ
り
」
の
編
集
長
と
し
て
次
号
よ
り
、
廣

木
寧
が
返
り
咲
き
ま
す
。

　
二
年
間
務
め
て
新
風
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
元
木
哲
三
氏
に

深
甚
の
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。

不
安
な
時
代

　
時
は
春
、
桜
が
散
る
と
と
も
に
様
々
な
花
が
後
を
追
い
、
や
が

て
新
緑
の
眩
し
い
季
節
へ
と
段
階
的
に
移
っ
て
い
く
筈
の
、一
年
で

最
も
輝
く
時
候
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
既
に
夏
の
到
来
か
と
思

わ
せ
る
日
も
混
じ
り
、
日
本
人
の
心
を
育
ん
で
き
た
四
季
の
移
ろ

い
は
何
処
へ
行
っ
た
の
か
と
不
安
が
募
り
ま
す
。
　

　
政
治
も
、
多
く
の
皆
様
と
ご
同
様
に
、
大
き
な
不
安
の
材
料

で
す
。
世
は
ト
ラ
ン
プ
関
税
で
大
騒
ぎ
で
す
が
、
国
益
追
及
は
い

つ
の
時
代
も
国
際
政
治
の
常
套
で
し
ょ
う
。
問
題
は
そ
れ
に
対
峙

す
る
我
が
国
の
覚
悟
と
あ
り
方
で
す
が
、
現
政
府
の
肚
が
据
わ
っ

て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
ま
せ
ん
。
近
隣
諸
国
の
無
軌
道
さ
と
相

俟
って
、
日
本
は
何
処
へ
行
く
の
か
と
大
変
気
懸
り
で
す
。

　
そ
し
て
何
よ
り
も
、
世
相
に
現
れ
る
国
民
の
心
情
が
益
々

根
無
し
草
へ
と
向
か
い
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
処
へ
赴
く
こ
と

を
傍
観
す
る
し
か
術
が
な
い
と
い
う
焦
燥
感
は
、
年
々
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

夏
目
漱
石
の
苦
闘

　
そ
ん
な
折
に
、
盟
友
廣
木
寧
氏
が
、
六
冊
目
の
著
書
を
出
版

し
ま
し
た
。

   

学
生
時
代
か
ら
の
旺
盛
な
読
書
と
思
索
に
基
づ
く
論
考
は
、

心
あ
る
読
者
た
ち
に
そ
の
都
度
、
現
代
日
本
の
危
う
さ
を
静
か

に
訴
え
て
来
ま
し
た
。
最
近
刊
の
『
歴
史
と
記
憶
』
で
も
、
明

治
の
文
豪
夏
目
漱
石
や
森
鴎
外
が
生
き
た
「
近
代
」
と
い
う
時

代
に
、
そ
れ
ま
で
長
く
培
って
き
た
日
本
ら
し
さ
が
凌
駕
さ
れ
て

い
く
有
様
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
状
況
を
漱
石
は「
現
代
日
本
の
開
化
」と
題
し
た
講
演
で
、

「
西
洋
で
百
年
かゝ
って
漸
く
今
日
に
発
展
し
た
開
化
を
日
本
人
が

十
年
に
年
期
を
つゞ
め
て
、
し
か
も
空
虚
の
譏
を
免
か
れ
る
や
う

『
歴
史
と
記
憶
』

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

　
退
職
し
て
十
数
年
、
気
づ
け
ば
後
期

高
齢
者
も
近
く
な
っ
た
。
国
東
半
島
（
直

径
約
三
十
キ
ロ
の
ほ
ぼ
円
形
）
の
中
心
に

あ
る
両
子
山
か
ら
瀬
戸
内
海
側
の
東
斜

面
を
転
が
り
落
ち
た
く
ら
い
の
所
（
小
字

の
地
名
は
、
成
仏
）
に
住
ん
で
い
る
。

　
こ
の
度
田
舎
暮
ら
し
に
思
う
こ
と
を
つ

れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
書
き
寄
こ
せ
と
の
こ

と
で
、
駄
文
を
綴
る
こ
と
に
な
っ
た
。
読

者
の
皆
様
方
に
は
し
ば
ら
く
の
間
、
私
の

独
断
と
偏
見
に
お
付
き
合
い
し
て
頂
く
こ

と
に
な
り
、
気
の
毒
と
い
う
か
、
申
訳
な

い
と
い
う
か
、
ま
あ
出
来
れ
ば
、
あ
ま
り

に
読
ん
で
も
ら
え
な
い
の
で
も
う
結
構
、

と
言
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
（
？
）

連
載
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

消
滅
集
落
寸
前
の
田
舎
で

　
私
は
、
今
か
ら
三
十
四
年
前
、
丁
度

四
十
歳
の
誕
生
日
直
後
に
腎
臓
が
ん
と
判

明
し
、
左
腎
臓
摘
出
手
術
を
し
た
。
そ

の
時
に
執
刀
し
て
く
れ
た
主
治
医
か
ら

『
貴
殿
を
あ
と
三
十
年
は
生
か
し
た
い
』

と
言
わ
れ
た
の
で
、
今
は
有
難
く
感
謝
し

な
が
ら
、
儲
け
た
気
分
で
過
ご
し
て
い
る
。

　
私
の
田
舎
で
も
地
区
の
高
齢
住
民
が

次
々
に
亡
く
な
り
空
き
家
が
増
え
て
お
り
、

人
口
減
少
・
部
落
消
滅
の
最
前
線
に
立
っ

て
い
る
（
退
職
時
地
区
の
戸
数
は
三
十

五
戸
、
現
在
は
二
十
六
戸
）
の
で
、
少

し
で
も
減
少
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
す
た
め

に
も
皆
で
明
る
く
助
け
合
お
う
と
時
勢

に
抵
抗
し
て
い
る
。

　
半
島
故
に
遅
れ
た
大
分
県
の
中
で
も
特

段
交
通
の
便
が
悪
く
、
地
域
の
公
共
交

通
機
関
と
し
て
今
は
週
一
の
バ
ス
の
み
だ

が
、
そ
れ
と
て
利
用
者
は
子
供
と
離
れ
て

住
ん
で
い
る
高
齢
者
ぐ
ら
い
で
、
極
端
に

不
便
で
あ
る
。
当
然
日
頃
は
軽
ト
ラ
な
ど

で
買
い
物
・
通
院
等
用
事
を
済
ま
せ
て
い

る
人
が
ほ
と
ん
ど
。
私
は
基
本
的
に
月
に

二
回
以
上
大
都
会
福
岡
市
に
出
か
け
る
の

だ
が
、
今
は
電
車
賃
が
高
い
の
で
、
車
で

下
道
を
片
道
四
時
間
以
上
（
帰
り
は
夜

中
が
多
く
、も
っ
と
短
時
間
）か
け
て
い
る
。

　
小
柳
陽
太
郎
先
生
が
ご
存
命
で
、
石

村
萬
盛
堂
で
の
学
習
会
に
参
加
し
て
い
た

時
か
ら
の
学
友
の
一
人
は
、
一
度
私
の
自
宅

に
遊
び
に
来
た
時
、「
な
ん
て
遠
い
ん
だ
、

京
都
よ
り
時
間
が
か
か
る
」
な
ど
と
け
な

し
て
い
た
が
、
私
は
、
全
く
遠
い
と
は
思

わ
な
い
の
だ
。
大
都
会
に
出
か
け
る
嬉
し

さ
が
勝
っ
て
運
転
が
苦
に
な
ら
な
い
の
は
私

に
と
っ
て
良
か
っ
た
と
つ
く
づ
く
思
っ
て
い

る
。
心
浮
き
立
つ
中
洲
も
美
味
し
い
店
も

な
い
け
れ
ど
、
そ
の
代
わ
り
（
？
）
豊
か

な
自
然
を
満
喫
し
よ
う
と
退
職
時
は
思
っ

て
い
た
。

引
退
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
！

　
し
か
し
、
現
実
は
そ
う
甘
く
は
な
く
、

退
職
後
す
ぐ
に
地
区
公
民
館
の
仕
事
を

せ
よ
と
言
わ
れ
、
断
る
こ
と
も
出
来
ず
、

三
期
六
年
間
地
区
公
民
館
主
事
を
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
で
地
域
へ
の
ご
奉
公

が
終
了
す
る
訳
も
な
く
、
現
在
は
成
仏

区
長
（
自
治
会
長
）
の
二
期
目
（
一
期
は

二
年
間
）
を
す
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
本
来
な
ら
こ
の
四
月
か
ら
は
区
長
を

辞
め
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
私
の
後
任
を
約

束
し
て
い
た
人
の
奥
方
が
緊
急
入
院
・
大

手
術
を
す
る
と
の
こ
と
で
、
ご
破
算
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
ま
だ
若
い
（
七
十
代
前
半

で
も
田
舎
で
は
若
者
の
部
類
）
の
に
、
彼

女
の
体
調
も
、
私
と
約
束
し
て
く
れ
て
い

た
そ
の
ダ
ン
ナ
の
一
人
暮
ら
し
の
日
常
も
心

配
で
、
こ
れ
は
自
分
が
も
う
一
期
や
る
し

か
な
い
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
悪
い
こ
と
は
重
な
り
、
近
隣
自
治
区
四

区
で
構
成
す
る
上
国
崎
（
誤
字
で
は
な
い
）

拡
大
地
区
の
区
長
会
長
ま
で
押
し
付
け
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。
何
と
か
あ
と
二
年
間
、

死
な
ず
、
入
院
せ
ず
に
頑
張
ろ
う
と
思
っ

て
い
る
。
そ
う
い
う
事
な
の
で
、
で
き
る
だ

け
季
節
に
あ
っ
た
田
舎
の
日
常
を
お
伝
え

し
、
都
会
生
活
と
は
違
っ
た
面
白
さ
（
退

屈
さ
？
）
を
感
じ
、
興
味
を
持
っ
た
り
呆

れ
た
り
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。

沢
庵
を
作
り
す
ぎ
る
理
由

　
今
年
は
こ
れ
ま
で
に
例
が
な
い
ほ
ど

猪
部 

敬
彦

ヒ
ヨ
ド
リ
の
食
害
が
酷
く
、
畑
の
作
物
が

食
い
荒
ら
さ
れ
、
大
根
も
つ
つ
か
れ
る
の

で
、
網
を
か
け
て
防
い
で
い
た
が
、
二
年

ぶ
り
に
沢
庵
を
作
る
こ
と
に
し
た
。
例
年

作
っ
て
最
初
こ
そ
「
美
味
い
！
」
と
思
っ
て

も
、
大
量
に
あ
る
（
十
キ
ロ
程
）
の
で
、

す
ぐ
に
飽
い
て
し
ま
い
結
局
は
捨
て
て
し

ま
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

　
こ
ん
な
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら

も
っ
と
少
量
ず
つ
作
れ
ば
良
い
の
に
、

子
供
の
時
か
ら
母
親
が
大
量
に
作
る
の
を

見
慣
れ
て
い
る
私
と
し
て
は
、
ど
う
し
て

も
少
量
作
る
こ
と
に
心
理
的
抵
抗
が
あ
る

よ
う
な
の
だ
。
ち
な
み
に
、
幼
少
期
か
ら

親
の
仕
事
を
見
続
け
て
い
る
と
、
全
て
の

も
の
を
つ
い
つ
い
、
多
く
作
り
過
ぎ
て
し
ま

い
が
ち
に
な
る
。
恐
る
べ
し
、
幼
少
期
の

刷
り
込
み
。

　
作
り
す
ぎ
る
も
う
一つ
の
要
因
と
し
て
、

子
供
た
ち
に
送
っ
た
り
人
に
差
し
上
げ
よ

う
と
張
り
切
り
過
ぎ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

ど
の
野
菜
も
最
後
は
余
ら
せ
て
は
捨
て
る

こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
ま
あ
で
も
、

余
ら
ね
ば
足
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
仕

方
な
い
か
、
と
も
思
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う

訳
で
、
沢
庵
も
前
年
に
余
ら
せ
過
ぎ
た
の

で
今
年
は
も
う
作
る
ま
い
、
と
昨
年
は
相

成
っ
た
次
第
で
あ
る
。

鄙
爺
日
記
そ
の
①

ふ
た
ご
さ
ん

・
・
・
・
・
・

ゆ

そ
し
り

こ
れ
ま
た

し
ぶ
え
ち
ゅ
う
さ
い

執
筆
者
紹
介
　■
猪
部 

敬
彦（
し
し
べ 

た
か
ひ
こ
）

昭
和
二
十
六
年
大
分
県
国
東
市
生
ま
れ
。昭
和
四
十
九
年
大
分
大
学

教
育
学
部
卒
業
後
、大
分
県
内
の
公
立
小
学
校
に
勤
務
し
、平
成
二

十
四
年
三
月
玖
珠
町
立
塚
脇
小
学
校
長
を
最
後
に
退
職
。以
来
国
東

市
に
居
住
し
、野
菜
作
り
の
傍
ら
福
岡
県
、熊
本
県
の
保
育
園
で
偉

人
伝
を
語
っ
て
い
る
。
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