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マ
ン
ガ
は
あ
ま
り
読
ま
な
い
が
、
新

刊
コ
ー
ナ
ー
は
常
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い

る
。
思
わ
ぬ
収
穫
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
二

〇
二
三
年
度
は
す
ご
か
っ
た
。
な
に
せ

『
神
田
ご
く
ら
町
職
人
ば
な
し
』
と
『
龍

子
』
を
見
つ
け
た
の
だ
か
ら
。
前
者
は
、

杉
浦
日
向
子
が
生
き
て
い
た
ら
き
っ
と

気
に
入
っ
た
だ
ろ
う
な
、
と
思
わ
せ
る

女
桶
職
人
の
緻
密
な
描
写
に
引
き
寄
せ

ら
れ
た
。
後
者
は
濃
い
グ
リ
ー
ン
を
バ

ッ
ク
に
単
車
に
跨
る
全
身
豹
柄
の
ボ
デ

ィ
ス
ー
ツ
の
女
に
「
龍
子
」
の
紫
の
筆
文

字
が
被
せ
ら
れ
る
圧
倒
的
な
ビ
ジ
ュ
ア

ル
に
や
ら
れ
た
。
ど
ち
ら
も
年
末
の
マ

ン
ガ
・
ラ
ン
キ
ン
グ
を
賑
わ
せ
（
「
フ
リ

ー
ス
タ
イ
ル 

T
H
E
 
BE
ST
 
M
A
NG
A 

2
0
2
4

」
で
前
者
一
位
後
者
四
位
、「
こ
の

マ
ン
ガ
が
す
ご
い
２
０
２
４
」
で
前
者

三
位
後
者
十
三
位
）
、
我
が
目
の
確
か
さ

を
誇
ら
し
く
思
っ
た
の
だ
っ
た
（
こ
ん

な
事
は
滅
多
に
な
い
け
ど
…
）。 

 

『
龍
子
』
も
書
き
た
い
こ
と
は
山
ほ
ど

あ
る
が
、
今
回
は
『
神
田
ご
く
ら
町
職
人

ば
な
し
』
に
つ
い
て
語
り
た
い
、
い
や
、

語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
鼻
息
が
荒
く
な

る
ほ
ど
の
傑
作
な
ん
で
す
な
あ
、
こ
れ

が
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
桶
職
人
、
刀

鍛
冶
、
紺
屋
、
畳
刺
し
、
左
官
。
昨
今
の

刀
ブ
ー
ム
か
ら
名
刀
を
生
ん
だ
刀
匠
に

ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ

う
。
左
官
に
も
芸
術
的
な
鏝
絵
を
も
の

し
た
天
才
は
確
か
に
い
た
。
け
れ
ど
こ

の
マ
ン
ガ
の
職
人
た
ち
は
市
井
の
人
。

時
に
悩
ん
だ
り
、
迷
っ
た
り
、
衝
突
し
た

り
し
な
が
ら
も
、
己
の
技
量
に
誇
り
を

持
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
職

人
の
技
が
江
戸
の
庶
民
の
暮
ら
し
に
彩

り
を
添
え
る
。 

 

桶
職
人
は
商
売
や
家
事
で
ぼ
ろ
ぼ
ろ

に
な
っ
た
桶
を
片
っ
端
か
ら
直
し
て
や

り
な
が
ら
、
木
は
桶
の
部
品
の
一
片
に

な
っ
て
も
生
き
て
い
て
、
干
乾
び
さ
せ

る
よ
う
な
使
い
方
を
せ
ず
、
常
時
水
を

吸
わ
せ
る
よ
う
に
大
事
に
し
て
い
れ
ば

百
年
は
持
つ
、
と
諭
す
。
自
分
が
打
っ
た

刀
が
子
ど
も
を
殺
め
た
こ
と
を
知
っ
た

刀
鍛
冶
は
、
持
て
る
技
量
の
す
べ
て
を

注
ぎ
込
ん
だ
刀
を
作
る
。
手
に
取
っ
た

者
が
業
物
の
あ
ま
り
の
凄
み
に
お
の
の

い
て
抜
く
気
を
な
く
す
よ
う
に
と
。
紺

屋
は
単
色
の
藍
染
よ
り
華
や
か
な
友
禅

を
羨
む
が
、
そ
の
友
禅
も
実
は
単
色
の

茶
屋
染
め
の
技
法
を
流
用
し
た
も
の
で

あ
る
と
教
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
白
の

線
よ
り
も
地
の
藍
の
美
し
さ
を
再
発
見

し
、
そ
れ
を
活
か
す
図
案
を
生
み
出
す
。

暮
れ
の
廓
へ
貼
り
替
え
に
来
た
畳
刺
し

は
、
自
分
が
丹
精
込
め
て
貼
っ
た
畳
が

疲
れ
た
花
魁
の
心
身
を
癒
し
て
い
る
こ

と
な
ど
露
知
ら
な
い
。
上
方
か
ら
流
れ

て
き
た
腕
利
き
の
左
官
が
任
さ
れ
た
茶

室
と
、
棟
梁
と
し
て
初
の
大
仕
事
と
な

る
江
戸
の
左
官
が
仕
上
げ
る
土
蔵
。
考

え
方
も
生
き
方
も
違
う
二
人
が
切
磋
琢

磨
し
て
手
掛
け
た
建
物
が
、
百
年
の
時

を
経
て
町
の
象
徴
（
か
お
）
に
な
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
職
人
の
技
や
作
業
の
工

程
が
、
こ
れ
以
上
は
な
い
精
密
さ
で
描

か
れ
、
目
を
見
張
る
。
そ
の
す
ご
さ
は
視

覚
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
木
を
削
る
音
、

鋼
を
鍛
え
る
熱
さ
、
藍
染
や
新
し
い
い

ぐ
さ
の
匂
い
、
な
ま
こ
壁
の
ひ
ん
や
り

と
し
た
手
触
り
や
土
壁
の
温
も
り
ま
で

感
じ
ら
れ
る
よ
う
だ
。
江
戸
の
町
が
マ

ン
ガ
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。 

著
者
の
坂
上
暁
仁
は
こ
れ
が
デ
ビ
ュ
ー

作
と
い
う
が
、
も
は
や
職
人
の
域
。
ま
だ

一
巻
目
。
続
き
が
本
当
に
楽
し
み
だ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
沢 

人
の
行
動
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
何

か
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
先
入

観
や
偏
見
な
ど
が
原
因
と
な
り
、
書
籍

の
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
「
勘
違
い
」
が

人
を
動
か
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
心

理
学
的
な
要
素
を
経
済
・
ビ
ジ
ネ
ス
と

組
み
合
わ
せ
た
学
問
が
「
行
動
経
済

学
」
と
呼
ば
れ
る
。 

 

こ
の
書
籍
で
は
、
人
の
行
動
に
影
響

す
る
要
因
や
、
誘
導
す
る
た
め
の
方
法

が
細
か
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
経
験
則

か
ら
思
い
当
た
る
よ
う
な
も
の
も
あ

れ
ば
、
「
自
分
は
こ
ん
な
も
の
で
は
騙

さ
れ
な
い
」
と
疑
う
内
容
も
あ
る
だ
ろ

う
。
中
に
は
、
自
分
を
う
ま
く
騙
し
て
、

怠
け
癖
や
先
送
り
癖
を
改
善
さ
せ
る

よ
う
な
手
法
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
色

分
け
さ
れ
て
い
な
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

帳
を
使
う
と
、
日
程
の
連
続
性
が
強
く

感
じ
ら
れ
る
た
め
、
土
日
に
色
が
付
い

た
も
の
よ
り
早
く
作
業
に
着
手
で
き

る
傾
向
が
あ
る
ら
し
い
。
ま
た
、
締
切

を
指
定
す
る
側
が
具
体
的
か
つ
差
し

迫
っ
た
日
付
を
指
定
す
る
こ
と
な
ど

も
影
響
す
る
と
の
こ
と
。
た
だ
、
こ
う

い
っ
た
理
論
を
知
識
と
し
て
得
て
し

ま
う
と
、
悪
い
使
い
方
を
し
て
し
ま

う
。
余
計
な
知
識
を
つ
け
ず
に
ま
っ
す

ぐ
仕
事
が
で
き
た
若
い
頃
が
も
う
思

い
出
せ
な
い
。 

教
養
と
し
て
必
要
な
知
識
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
悪
用
し
な
い

自
制
心
も
必
要
な
の
だ
ろ
う
。            

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
悪
用
し
な
い

自
制
心
も
必
要
な
の
だ
ろ
う
。 

         

○崇 

 

 

職
人
が
職
人
を
描
い
た
ら 

締
切
が
守
れ
な
い 

行
動
経
済
学
的
理
由 

鍛
冶
、
紺
屋
、
畳
刺
し
、
左
官
。
昨
今
の

刀
ブ
ー
ム
か
ら
名
刀
を
生
ん
だ
刀
匠
に

ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ

う
。
左
官
に
も
芸
術
的
な
鏝
絵
を
も
の

し
た
天
才
は
確
か
に
い
た
。
け
れ
ど
こ

の
マ
ン
ガ
の
職
人
た
ち
は
市
井
の
人
。

時
に
悩
ん
だ
り
、
迷
っ
た
り
、
衝
突
し
た

り
し
な
が
ら
も
、
己
の
技
量
に
誇
り
を

持
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
職

人
の
技
が
江
戸
の
庶
民
の
暮
ら
し
に
彩

り
を
添
え
る
。 

 

桶
職
人
は
商
売
や
家
事
で
ぼ
ろ
ぼ
ろ

に
な
っ
た
桶
を
片
っ
端
か
ら
直
し
て
や

り
な
が
ら
、
木
は
桶
の
部
品
の
一
片
に

な
っ
て
も
生
き
て
い
て
、
干
乾
び
さ
せ

る
よ
う
な
使
い
方
を
せ
ず
、
常
時
水
を

吸
わ
せ
る
よ
う
に
大
事
に
し
て
い
れ
ば

百
年
は
持
つ
、
と
諭
す
。
自
分
が
打
っ
た

刀
が
子
ど
も
を
殺
め
た
こ
と
を
知
っ
た

刀
鍛
冶
は
、
持
て
る
技
量
の
す
べ
て
を

注
ぎ
込
ん
だ
刀
を
作
る
。
手
に
取
っ
た

者
が
業
物
の
あ
ま
り
の
凄
み
に
お
の
の

い
て
抜
く
気
を
な
く
す
よ
う
に
と
。
紺

屋
は
単
色
の
藍
染
よ
り
華
や
か
な
友
禅

を
羨
む
が
、
そ
の
友
禅
も
実
は
単
色
の

茶
屋
染
め
の
技
法
を
流
用
し
た
も
の
で

あ
る
と
教
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
白
の

線
よ
り
も
地
の
藍
の
美
し
さ
を
再
発
見

し
、
そ
れ
を
活
か
す
図
案
を
生
み
出
す
。

暮
れ
の
廓
へ
貼
り
替
え
に
来
た
畳
刺
し

は
、
自
分
が
丹
精
込
め
て
貼
っ
た
畳
が

疲
れ
た
花
魁
の
心
身
を
癒
し
て
い
る
こ

と
な
ど
露
知
ら
な
い
。
上
方
か
ら
流
れ

て
き
た
腕
利
き
の
左
官
が
任
さ
れ
た
茶

室
と
、
棟
梁
と
し
て
初
の
大
仕
事
と
な

る
江
戸
の
左
官
が
仕
上
げ
る
土
蔵
。
考

え
方
も
生
き
方
も
違
う
二
人
が
切
磋
琢

磨
し
て
手
掛
け
た
建
物
が
、
百
年
の
時

を
経
て
町
の
象
徴
（
か
お
）
に
な
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
職
人
の
技
や
作
業
の
工

程
が
、
こ
れ
以
上
は
な
い
精
密
さ
で
描

か
れ
、
目
を
見
張
る
。
そ
の
す
ご
さ
は
視

覚
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
木
を
削
る
音
、

鋼
を
鍛
え
る
熱
さ
、
藍
染
や
新
し
い
い

ぐ
さ
の
匂
い
、
な
ま
こ
壁
の
ひ
ん
や
り

と
し
た
手
触
り
や
土
壁
の
温
も
り
ま
で

感
じ
ら
れ
る
よ
う
だ
。
江
戸
の
町
が
マ

ン
ガ
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。 

著
者
の
坂
上
暁
仁
は
こ
れ
が
デ
ビ
ュ
ー

作
と
い
う
が
、
も
は
や
職
人
の
域
。
ま
だ

一
巻
目
。
続
き
が
本
当
に
楽
し
み
だ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
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線
よ
り
も
地
の
藍
の
美
し
さ
を
再
発
見

し
、
そ
れ
を
活
か
す
図
案
を
生
み
出
す
。

暮
れ
の
廓
へ
貼
り
替
え
に
来
た
畳
刺
し

は
、
自
分
が
丹
精
込
め
て
貼
っ
た
畳
が
疲

れ
た
花
魁
の
心
身
を
癒
し
て
い
る
こ
と

な
ど
露
知
ら
な
い
。
上
方
か
ら
流
れ
て
き

た
腕
利
き
の
左
官
が
任
さ
れ
た
茶
室
と
、

棟
梁
と
し
て
初
の
大
仕
事
と
な
る
江
戸

の
左
官
が
仕
上
げ
る
土
蔵
。
考
え
方
も
生

き
方
も
違
う
二
人
が
切
磋
琢
磨
し
て
手

掛
け
た
建
物
が
、
百
年
の
時
を
経
て
町
の

象
徴
（
か
お
）
に
な
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
職
人
の
技
や
作
業
の
工

程
が
、
こ
れ
以
上
は
な
い
精
密
さ
で
描
か

れ
、
目
を
見
張
る
。
そ
の
す
ご
さ
は
視
覚

だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
木
を
削
る
音
、
鋼

を
鍛
え
る
熱
さ
、
藍
染
や
新
し
い
い
ぐ
さ

の
匂
い
、
な
ま
こ
壁
の
ひ
ん
や
り
と
し
た

手
触
り
や
土
壁
の
温
も
り
ま
で
感
じ
ら

れ
る
よ
う
だ
。
江
戸
の
町
が
マ
ン
ガ
か
ら

立
ち
上
が
っ
て
く
る
。 

著
者
の
坂
上
暁
仁
は
こ
れ
が
デ
ビ
ュ

ー
作
と
い
う
が
、
も
は
や
職
人
の
域
。
ま

だ
一
巻
目
。
続
き
が
本
当
に
楽
し
み
だ
。 

 
 

 
 

 

○沢 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・職人が職人を描いたら 

・ゆく河の流れのように 

・信じることの強さと脆さ 

・華やかな世界を目指す  

二人の物語！ 

 

 

「
こ
う
て
く
だ 

こ
う
て
く
だ
。
ぶ
り

と 

か
に
と 

た
こ
と 

い
か
。
さ
っ

き
ま
で 

う
み
で 

お
よ
い
ど
っ
た
。

け
さ 

お
ら
ち
の 

ふ
ね
で 

と
っ
て

き
た
、
と
れ
た
て
や
ぞ
。」 

 

『
あ
さ
い
ち
』
は
、
一
九
八
〇
年
代
の

輪
島
朝
市
の
活
気
あ
る
風
景
が
描
か
れ

た
絵
本
だ
。
長
ら
く
廃
刊
と
な
っ
て
い

た
が
、
能
登
半
島
地
震
で
被
害
を
受
け

た
被
災
地
復
興
へ
の
願
い
を
込
め
て
、

三
月
に
復
刊
し
た
。 

 

冒
頭
の
台
詞
は
、
朝
市
で
商
売
を
し

て
い
る
女
性
た
ち
の
呼
び
か
け
の
言
葉

で
あ
る
。
冬
の
寒
さ
に
負
け
な
い
よ
う

に
、
綿
を
い
っ
ぱ
い
詰
め
た
は
ん
て
ん

を
着
込
み
ま
ん
ま
る
に
な
っ
た
女
性
た

ち
が
馴
染
み
深
い
方
言
で
語
り
掛
け
る

様
子
が
胸
に
じ
ん
と
く
る
。 

た
だ
も
の
を
売
る
だ
け
の
場
で
は
な

い
。
女
性
た
ち
に
と
っ
て
朝
市
は
家
庭

か
ら
い
っ
と
き
解
放
さ
れ
る
、
憩
い
の

場
で
も
あ
る
。
お
互
い
の
家
族
や
健
康 

 

復
興
を
願
っ
て 
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皆
さ
ん
、
食
べ
る
こ
と
は
好
き
で
す

か
？
私
は
、
料
理
が
趣
味
に
な
っ
て
し
ま

う
く
ら
い
に
は
大
好
き
だ
。
し
か
し
な
が

ら
、
人
に
ど
れ
ほ
ど
褒
め
ら
れ
て
も
、
こ

れ
を
生
業
に
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

「
料
理
」
と
「
仕
事
」
が
ど
う
も
合
致
し

な
い
の
だ
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
職
業
：
料

理
人
の
方
々
が
ど
ん
な
考
え
を
持
っ
て

い
る
か
を
知
る
た
め
に
、
『
厨
房
の
哲
学

者
』
を
手
に
取
っ
た
。 

本
書
は
中
国
料
理
シ
ェ
フ
脇
屋
友
詞

さ
ん
が
そ
の
料
理
人
人
生
を
綴
っ
た
一

冊
だ
。
幼
少
の
頃
か
ら
才
覚
が
あ
っ
た
こ

と
や
、
衝
撃
的
な
料
理
と
出
会
っ
た
こ

と
、
泥
臭
い
努
力
を
積
み
つ
つ
親
方
の
技

を
目
で
盗
ん
だ
こ
と
な
ど
は
、
料
理
人
の

経
歴
と
し
て
そ
こ
ま
で
珍
し
く
は
な
い

だ
ろ
う
。
だ
が
、
中
国
料
理
の
道
に
入
っ 

た
理
由
が
あ
ま
り
に
突
飛
だ
。
帯
に
あ
る

「
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
仕
事
」
「
運

命
に
従
え
」
が
誇
張
で
も
何
で
も
な
い
人

生
の
岐
路
に
は
、
哀
れ
み
す
ら
感
じ
る
。

そ
の
後
、
偶
然
に
出
会
っ
た
あ
る
言
葉
に

感
銘
を
受
け
、
中
国
料
理
を
自
身
の
道
と

定
め
る
の
だ
が
、
そ
の
決
断
は
な
か
な
か

で
き
な
い
。 

脇
屋
氏
の
才
能
は
、
料
理
そ
の
も
の
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
状
に
満
足
せ
ず
、

新
し
い
こ
と
を
思
い
つ
き
、
そ
れ
を
次
々

に
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

そ
れ
ら
に
は
店
の
売
上
を
倍
増
さ
せ
た 

ゆ
く
河
の
流
れ
の
よ
う
に 

一
歩
前
に 

 

踏
み
出
す
た
め
に
… 

人
々
が
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
立

ち
寄
り
ネ
コ
シ
ェ
フ
と
会
話
し
食
事

を
す
る
。
そ
こ
で
登
場
人
物
が
本
音
に

向
き
合
い
前
向
き
に
な
る
姿
に
元
気

を
も
ら
え
ま
す
。  

 
 
 
 
 

○京 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

  

 

登
場
人
物
が
自
身
の
本
音
に
向
き
あ

い
一
歩
前
に
進
み
だ
す
物
語
を
三
作

紹
介
し
ま
す
。 

 

『
絶
対
泣
か
な
い
』、
働
く
女
性
が

悩
ん
だ
り
喜
ん
だ
り
す
る
姿
は
現
実

で
も
あ
り
そ
う
で
す
。
仕
事
の
数
だ
け

考
え
方
や
取
り
組
み
方
も
人
そ
れ
ぞ

れ
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
の
登
場
人
物
も

仕
事
に
対
す
る
戸
惑
い
や
迷
い
を
抱

き
な
が
ら
も
最
後
に
は
自
分
の
進
む

べ
き
道
を
決
め
る
と
こ
ろ
に
惹
か
れ

ま
す
。「
あ
な
た
が
あ
な
た
の
仕
事
を

す
き
に
な
れ
ま
す
よ
う
に
」 

作
者
の

あ
と
が
き
も
秀
逸
で
す
。 

『
プ
ラ
ナ
リ
ア
』
、
無
職
が
テ
ー
マ

で
す
。
病
気
、
リ
ス
ト
ラ
、
子
育
て
な

ど
現
状
に
鬱
屈
し
た
気
持
ち
を
抱
い

て
生
き
る
主
人
公
達
の
短
編
集
。
主
人

公
た
ち
が
最
終
的
に
は
自
分
の
心
に

忠
実
に
行
動
す
る
姿
が
よ
い
で
す
。 

以
上
二
冊
山
本
文
緒
さ
ん
の
著
作

は
最
近
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

人
の
心
の
動
き
に
共
感
で
き
る
話
だ

と
思
い
ま
す
。 

最
近
の
作
品
で
心
に
残
っ
た
の
は
、

『
ネ
コ
シ
ェ
フ
と
海
辺
の
お
話
』
で

す
。
ネ
コ
シ
ェ
フ
、
そ
の
名
の
通
り
猫

が
シ
ェ
フ
。
設
定
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
要

素
で
心
癒
さ
れ
ま
す
。
ネ
コ
シ
ェ
フ
は

〈
よ
い
働
き
〉
を
し
ま
す
。
思
い
悩
む

人
々
が
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
立

ち
寄
り
ネ
コ
シ
ェ
フ
と
会
話
し
食
事

を
す
る
。
そ
こ
で
登
場
人
物
が
本
音
に

向
き
合
い
前
向
き
に
な
る
姿
に
元
気

を
も
ら
え
ま
す
。 

も
の
も
あ
れ
ば
、
結
果
が
出
な
か
っ
た
も

の
も
あ
る
。
す
ご
い
の
は
、
下
積
み
時
代

や
、
独
立
し
て
苦
戦
し
て
い
た
頃
、
有
名

に
な
っ
た
後
や
、
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
の
困
難

な
時
期
も
、
変
わ
ら
ず
そ
の
姿
勢
を
貫
き

続
け
て
い
る
こ
と
だ
。
料
理
に
向
き
合
う

姿
勢
も
同
様
で
あ
る
一
方
、
湯
（
タ
ン
：

日
本
料
理
に
お
け
る
出
汁
）
の
取
り
方
な

ど
、
徹
底
し
て
伝
統
的
な
や
り
方
を
守
っ

て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
長
い
伝
統
と
歴

史
を
持
ち
つ
つ
、
新
し
い
技
術
を
利
用
す

る
、
中
国
料
理
の
懐
の
深
さ
を
体
現
し
た

よ
う
な
料
理
人
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

本
を
読
ん
で
、
か
つ
て
実
家
の
近
く
に

あ
っ
た
「
高
尾
」
と
い
う
中
国
料
理
店
を

思
い
出
し
た
。
そ
の
店
で
供
さ
れ
た
料
理

は
、
私
の
中
国
料
理
の
概
念
を
三
回
く
ら

い
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
た
が
、
不
思
議
な

こ
と
に
ま
ぎ
れ
も
な
く
中
国
料
理
だ
っ

た
。
せ
っ
か
く
な
の
で
、
思
い
出
の
中
国

料
理
店
「
四
川
乃
華
」
や
「
リ
ト
ル
上
海
」

に
行
き
た
く
な
っ
た
が
…
…
。
い
や
、
今

の
私
に
必
要
な
の
は
中
華
鍋
で
あ
ろ
う

か
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

○祥 

 

 

を
気
づ
か
っ
た
り
、
売
り
物
を
お
す
そ

わ
け
し
て
助
け
合
う
精
神
も
絵
本
に
は

描
か
れ
て
い
る
。 

 

挿
絵
を
担
当
し
た
画
家
の
大
石
可
久

也
氏
は
淡
路
島
出
身
の
洋
画
家
で
、
何

年
も
朝
市
に
通
い
続
け
丁
寧
な
取
材
を

行
っ
た
と
い
う
。
絵
本
を
開
く
と
、
通

り
を
実
際
に
歩
い
て
い
る
よ
う
な
臨
場

感
で
、
い
き
い
き
と
会
話
す
る
人
々
の

口
も
と
か
ら
、
吐
く
息
の
白
さ
ま
で
見

え
て
く
る
よ
う
だ
。
つ
い
つ
い
「
じ
ゃ

あ
ひ
と
つ
も
ら
お
う
か
な
。」
と
呼
び
か

け
に
答
え
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

日
本
最
古
の
朝
市
と
言
わ
れ
る
輪
島

朝
市
。
そ
の
起
源
は
平
安
時
代
に
あ
る

と
言
わ
れ
て
お
り
、
千
年
以
上
の
歴
史

が
あ
る
。
そ
の
間
に
も
存
続
の
危
機
は

何
度
も
あ
っ
た
。
特
に
最
近
で
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
観
光
客
が

激
減
し
た
こ
と
が
記
憶
に
新
し
い
だ
ろ

う
。
ど
ん
な
危
機
も
乗
り
越
え
、
人
々

は
出
店
を
続
け
、
そ
の
精
神
は
受
け
継

が
れ
て
き
た
。 

一
日
も
早
く
、
朝
市
の
風
景
が
、
日
常

が
戻
る
こ
と
を
、
そ
し
て
冒
頭
の
呼
び

か
け
に
私
た
ち
が
実
際
に
答
え
に
行
け

る
日
が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な

い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○兼 

 



   

デ
マ
や
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び

交
い
、
何
を
信
じ
て
い
い
の
か
見
極
め

が
難
し
い
が
、
惑
わ
さ
れ
、
失
敗
す
る
人

に
も
作
者
の
視
線
は
優
し
い
。
信
じ
て

乗
り
込
ん
だ
方
舟
は
い
つ
燃
え
落
ち
る

か
も
し
れ
な
い
。
自
分
が
何
を
信
じ
て

行
動
す
る
べ
き
か
、
五
感
を
研
ぎ
澄
ま

し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
○坂 

 

 

 

 

信
じ
る
こ
と
の 

強
さ
と
脆
さ 

【書誌情報】・『方舟を燃やす』（角田光代／新潮社）\1,800 ・『逆境路線バス職員日誌 車庫の端から日本をのぞくと』（綿貫渉／二見書房）\1,500 ・『お金は君を見てい

る』（キム・スンホ著、吉川南訳／サンマ－ク出版）\1,800                                                   ※価格は全て本体価格です。 

令和 6 年 4 月 1 日 第 74 号 

明
日
の
運
転
士
が 

決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
！ 

賢
者
の
自
負 

 

規
模
は
違
う
が
、
書
店
も
基
本
三
六

五
日
ほ
ぼ
定
休
日
な
し
で
営
業
し
て

い
る
。
夜
勤
ま
で
は
な
く
て
も
、
営
業

時
間
は
長
く
十
～
二
十
人
の
シ
フ
ト

作
成
で
も
パ
ズ
ル
の
よ
う
で
憂
鬱
に

な
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

三
六
五
日
切
れ
目
な
く
運
営
し
て

い
る
職
種
の
人
に
は
あ
る
あ
る
と
い

う
か
、
親
近
感
が
湧
い
て
く
る
内
容

だ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○万 

 
 

 

 

 

バ
ス
の
営
業
所
の
運
行
管
理
者
が

二
十
四
時
間
勤
務
（
午
前
十
時
～
次
の

日
の
午
前
十
時
、
途
中
仮
眠
は
す
る

が
）
だ
な
ん
て
、
想
像
も
し
た
こ
と
が

な
か
っ
た
。 

 

確
か
に
バ
ス
は
早
朝
か
ら
夜
ま
で

運
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然

だ
。
毎
日
百
台
分
、
つ
ま
り
、
百
名
の

運
転
士
が
必
要
で
、
運
転
士
不
足
の
な

か
、
常
に
誰
か
が
休
日
出
勤
や
残
業
し

な
が
ら
運
行
し
て
い
る
。
一
名
の
欠
員

で
も
埋
め
る
の
に
前
日
の
夜
十
時
ま

で
決
ま
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
各
人
の

勤
務
時
間
間
隔
を
守
り
な
が
ら
組
み

替
え
た
り
し
て
、
何
と
か
運
休
を
阻
止

す
る
。
ま
た
、
営
業
所
の
日
勤
は
基
本

二
名
で
ク
レ
ー
ム
対
応
、
路
線
案
内
な

ど
（
大
手
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
が
担

当
）
接
客
の
仕
事
も
あ
る
。 

 

運
行
管
理
者
は
、
ス
ト
レ
ス
で
休
職

者
が
で
る
ほ
ど
の
反
面
、
著
者
が
い
た

会
社
は
、
路
線
バ
ス
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
何
か
月
も
先
ま
で
決
ま
っ
て
い
る

の
で
、
有
給
休
暇
、
連
休
は
取
得
し
や

す
い
。
ま
た
、
公
共
性
や
信
用
度
は
高

い
仕
事
な
の
で
、
ロ
ー
ン
の
審
査
が
通

り
や
す
い
な
ど
良
い
面
も
紹
介
し
て

い
る
。 

 

勤
務
時
間
間
隔
が
八
時
間
か
ら
九

時
間
に
な
る
こ
と
で
、
今
ま
で
よ
り
も

残
業
を
め
い
っ
ぱ
い
し
た
い
と
い
っ

た
個
人
の
希
望
に
沿
っ
た
シ
フ
ト
は

組
め
な
く
な
る
な
ど
、
二
〇
二
四
年
問

題
に
も
触
れ
て
い
る
。 

 

規
模
は
違
う
が
、
書
店
も
基
本
三
六

五
日
ほ
ぼ
定
休
日
な
し
で
営
業
し
て

い
る
の
で
、
夜
勤
ま
で
は
な
く
て
も
、

最
小
限
の
人
員
で
運
営
し
、
十
～
二
十

人
の
シ
フ
ト
作
成
で
も
パ
ズ
ル
の
よ

う
で
、
憂
鬱
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

バ
ス
会
社
の
話
だ
が
、
三
六
五
日
切

れ
目
な
く
運
営
し
て
い
る
職
種
の
人

に
は
、
あ
る
あ
る
と
い
う
か
、
親
近
感

の
あ
る
、
就
職
、
転
職
に
も
参
考
に
な

る
内
容
だ
と
思
っ
た
。（
万
） 

非
常
に
お
金
持
ち
の
著
者
で
す
が
、

傲
慢
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
高
潔
な
人
柄
、

厳
格
な
考
え
方
と
品
位
の
高
さ
に
感
心

さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
波
乱
万
丈
な

経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
葉
の
重
み
が

他
の
書
籍
の
そ
れ
と
は
一
線
を
画
し
て

い
ま
す
。
投
資
に
関
す
る
コ
ツ
や
人
生

の
教
訓
は
非
常
に
説
得
力
が
あ
り
、
言

葉
の
一
字
一
句
を
堪
能
で
き
ま
す
。
も

っ
と
も
、
謙
虚
な
姿
勢
と
は
裏
腹
に
、

言
葉
の
端
々
か
ら
、
成
功
者
と
し
て
の

強
烈
な
自
負
を
隠
せ
て
い
な
い
の
で
す

が
。 し

か
し
、
こ
の
本
を
私
が
推
し
た
い

理
由
は
、〈
富
〉
の
真
理
を
示
し
て
く
れ

る
か
ら
で
も
、
お
金
持
ち
に
な
る
考
え

方
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
本
書
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
キ

ム
・
ス
ン
ホ
と
い
う
一
人
の
人
物
の
人

生
哲
学
に
触
れ
、
そ
の
人
生
ド
ラ
マ
を

追
体
験
し
て
、
そ
れ
ら
に
強
く
感
銘
を

受
け
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。 

な
お
、
キ
ム
・
ス
ン
ホ
は
、
十
年
近

く
前
に
、「
当
社
の
従
業
員
が
お
客
様
に

失
礼
な
行
動
を
し
た
場
合
、
従
業
員
を

解
雇
し
ま
す
。 

し
か
し
、
従
業
員
に
失

礼
な
振
舞
い
を
す
る
お
客
様
は
お
店
か

ら
出
て
行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。」
と
の
告

知
を
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
投
稿
し
て
、

話
題
に
な
っ
た
経
営
者
で
す
。〈
公
正
〉

に
対
す
る
彼
の
信
念
の
強
さ
を
感
じ
て

流
石
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

○矢 

 

 

角
田
光
代
、
待
望
の
長
編
小
説
『
方
舟

を
燃
や
す
』
は
、
全
編
が
不
穏
な
空
気
に

満
ち
て
い
る
。
唐
突
に
突
き
放
さ
れ
る
よ

う
な
結
末
に
驚
く
が
、
今
、
読
後
の
深
い

余
韻
の
中
で
、
じ
わ
じ
わ
と
胸
が
熱
く
な

っ
て
く
る
感
覚
が
あ
る
。 

主
人
公
は
二
人
。
一
九
六
七
年
、
鳥
取

で
生
ま
れ
た
飛
馬
は
、
昭
和
の
オ
カ
ル
ト

ブ
ー
ム
の
中
で
育
つ
。
一
方
、
戦
後
す
ぐ

の
時
代
に
生
ま
れ
た
不
三
子
は
、
マ
ク
ロ

ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
の
考
え
に
基
づ
い
た
食

事
で
子
育
て
を
行
う
。
縁
も
ゆ
か
り
も
無

か
っ
た
二
人
の
人
生
は
、
昭
和
・
平
成
を

経
て
、
コ
ロ
ナ
禍
の
子
ど
も
食
堂
で
交
錯

す
る
。 

 

こ
の
二
人
に
共
通
す
る
の
は
、
混
沌
と

し
た
時
代
の
中
で
も
、
仕
事
や
育
児
、
奉

仕
活
動
に
お
い
て
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た

使
命
を
信
じ
て
、
誠
実
に
役
割
を
全
う
し

て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
結
果
が
望

ん
だ
形
に
な
ら
な
い
理
不
尽
さ
は
残
酷

だ
が
、
傷
つ
き
な
が
ら
も
ま
た
、
何
か
を

信
じ
て
前
を
向
く
。 

不
三
子
は
新
聞
の
人
生
相
談
の
回
答

に
あ
っ
た
「
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
ひ
と
し
く

偉
業
な
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
に
涙
す

る
。
子
育
て
で
、
日
々
こ
れ
で
い
い
の
か

と
迷
っ
て
ば
か
り
の
私
も
救
わ
れ
る
よ

う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。 

デ
マ
や
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び

交
い
、
何
を
信
じ
て
い
い
の
か
見
極
め
が

難
し
い
が
、
惑
わ
さ
れ
、
失
敗
す
る
人
に

も
作
者
の
視
線
は
優
し
い
。
信
じ
て
乗
り

込
ん
だ
方
舟
は
い
つ
燃
え
落
ち
る
か
も

し
れ
な
い
。
自
分
が
何
を
信
じ
て
行
動
す

る
べ
き
か
、
五
感
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

著
者
は
大
学
卒
業
後
、
首
都
圏
の
バ

ス
会
社
に
総
合
職
と
し
て
一
年
半
勤

務
し
た
。
そ
の
後
Ｊ
Ｒ
で
駅
員
、
車
掌

と
し
て
働
い
た
経
歴
の
方
で
、
現
在
交

通
系
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー
と
し
て
活
動

中
。 

 

バ
ス
の
営
業
所
の
運
行
管
理
者
が

二
十
四
時
間
勤
務
（
午
前
十
時
～
次
の

日
の
午
前
十
時
、
途
中
仮
眠
は
す
る

が
）
だ
な
ん
て
、
想
像
も
し
た
こ
と
が

な
か
っ
た
。 

 

確
か
に
バ
ス
は
早
朝
か
ら
夜
ま
で

運
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然

だ
。 

 

さ
ら
に
、
毎
日
百
台
分
、
百
名
の
運

転
士
が
必
要
で
、
運
転
士
不
足
の
な

か
、
常
に
誰
か
が
休
日
出
勤
や
残
業
し

な
が
ら
運
行
し
て
い
る
と
、
一
名
の
欠

員
で
も
埋
め
る
の
に
、
前
日
の
夜
十
時

ま
で
決
ま
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
各
人

の
勤
務
時
間
間
隔
を
守
り
な
が
ら
、
組

み
替
え
た
り
し
て
、
何
と
か
運
休
を
阻

止
す
る
。
ま
た
、
営
業
所
の
日
勤
は
基

本
二
名
で
ク
レ
ー
ム
対
応
、
路
線
案
内

な
ど
（
大
手
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
が
担

当
）
接
客
の
仕
事
も
あ
る
。 

 

運
行
管
理
者
は
、
ス
ト
レ
ス
で
休
職

者
が
で
る
ほ
ど
の
反
面
、
著
者
が
い
た

会
社
全
体
と
し
て
は
、
路
線
バ
ス
だ

と
、
何
か
月
も
先
ま
で
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
有
給
休
暇
、

連
休
は
取
得
し
や
す
く
、
公
共
性
、
信

用
度
は
高
い
仕
事
な
の
で
、
ロ
ー
ン
の

審
査
が
通
り
や
す
い
な
ど
、
良
い
面
も

紹
介
し
て
い
る
。 

 

勤
務
時
間
間
隔
が
８
時
間
か
ら
９

時
間
に
な
る
こ
と
で
、
今
ま
で
よ
り
も

残
業
め
い
っ
ぱ
い
し
た
い
、
な
ど
個
人

の
希
望
通
り
の
シ
フ
ト
は
組
め
な
く

な
る
な
ど
、
２
０
２
４
年
問
題
に
も
触

れ
て
い
る
。 

 

規
模
は
違
う
が
、
書
店
も
基
本
三
六

五
日
ほ
ぼ
定
休
日
な
し
で
営
業
し
て

い
る
の
で
、
夜
勤
ま
で
は
な
く
て
も
、

最
小
限
の
人
員
で
運
営
し
、
十
～
二
十

人
の
シ
フ
ト
作
成
で
も
パ
ズ
ル
の
よ

う
で
、
憂
鬱
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

バ
ス
会
社
の
話
だ
が
、
三
六
五
日
切

れ
目
な
く
運
営
し
て
い
る
職
種
の
人

に
は
、
あ
る
あ
る
と
い
う
か
、
親
近
感

の
あ
る
、
就
職
、
転
職
に
も
参
考
に
な

る
内
容
だ
と
思
っ
た
。（
万
） 

 

 

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
改
正
の
影
響
も

あ
り
、
お
金
を
増
や
す
為
の
投
資
本

が
、
書
店
の
売
り
場
に
溢
れ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
中
、
目
を
見
張
る
よ
う

な
本
物
の
一
冊
、『
お
金
は
君
を
見
て

い
る
』
が
登
場
し
ま
し
た
。
著
者
は
、

韓
国
人
の
キ
ム
・
ス
ン
ホ
。
ア
メ
リ

カ
に
渡
り
、
貧
困
生
活
と
事
業
の
失

敗
を
乗
り
越
え
た
末
に
、
外
食
産
業

で
大
成
功
し
た
と
い
う
経
歴
の
人
物

で
す
。 

非
常
に
お
金
持
ち
の
著
者
で
す
が
、

傲
慢
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
高
潔
な
人

柄
、
厳
格
な
考
え
方
と
品
位
の
高
さ

に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
波

乱
万
丈
な
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言

葉
の
重
み
が
他
の
書
籍
の
そ
れ
と
は

一
線
を
画
し
て
い
ま
す
。
投
資
に
関

す
る
コ
ツ
や
人
生
の
教
訓
は
非
常
に

説
得
力
が
あ
り
、
言
葉
の
一
字
一
句

を
堪
能
で
き
ま
す
。
も
っ
と
も
、
謙

虚
な
姿
勢
と
は
裏
腹
に
、
言
葉
の

端
々
か
ら
、
成
功
者
と
し
て
の
強
烈

な
自
負
を
隠
せ
て
い
な
い
の
で
す

が
。 

し
か
し
、
こ
の
本
を
私
が
推
し
た
い

理
由
は
、〈
富
〉
の
真
理
を
示
し
て
く

れ
る
か
ら
で
も
、
お
金
持
ち
に
な
る

考
え
方
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
本
書
を
読
み
進
め
な

が
ら
、
キ
ム
・
ス
ン
ホ
と
い
う
一
人

の
人
物
の
人
生
哲
学
に
触
れ
、
そ
の

人
生
ド
ラ
マ
を
追
体
験
し
て
、
そ
れ

ら
に
強
く
感
銘
を
受
け
る
も
の
が
あ

っ
た
か
ら
で
す
。 

な
お
、
キ
ム
・
ス
ン
ホ
は
、
十
年
近

く
前
に
、「
当
社
の
従
業
員
が
お
客
様

に
失
礼
な
行
動
を
し
た
場
合
、
従
業

員
を
解
雇
し
ま
す
。 

し
か
し
、
従
業

員
に
失
礼
な
振
舞
い
を
す
る
お
客
様

は
お
店
か
ら
出
て
行
っ
て
も
ら
い
ま

す
。」
と
の
告
知
を
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

に
投
稿
し
て
、
話
題
に
な
っ
た
経
営

者
で
す
。〈
公
正
〉
に
対
す
る
彼
の
信

念
の
強
さ
を
感
じ
て
流
石
で
す
。 
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あ
な
た
は
、
ど
ん
な
仕
事
が
し
た
い
？ 

 

一
話
目
の
完
成
度
が
と
て
も
高
く
、

惹
き
つ
け
ら
れ
る
漫
画
に
出
合
っ
た
。 

と
あ
る
高
校
を
舞
台
に
、
元
モ
デ
ル
の

男
子
生
徒
・
宇
田
川
ア
イ
ア
と
背
は
高

い
が
顔
の
そ
ば
か
す
を
隠
す
よ
う
に

背
中
を
丸
め
て
い
る
女
の
子
・
炭
崎
純

が
学
園
祭
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
出
場
す

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
出
だ
し
だ
。 

二
人
が
参
加
す
る
「
葵
コ
ン
」
は
、

衣
装
や
メ
イ
ク
担
当
の
ス
タ
イ
リ
ス

ト
役
と
、
ラ
ン
ウ
ェ
イ
を
歩
く
モ
デ
ル

役
の
二
人
一
組
と
い
う
独
特
な
ル
ー

ル
。
ク
ラ
ス
代
表
と
し
て
押
し
付
け
ら

れ
た
形
だ
が
、
周
り
か
ら
の
期
待
に
反

し
て
、
ア
イ
ア
が
メ
イ
ク
役
、
純
が
モ

デ
ル
に
な
る
こ
と
を
二
人
で
話
し
あ

っ
て
決
め
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
は
加

速
す
る
。
顔
の
そ
ば
か
す
へ
の
視
線
を

気
に
し
て
い
た
純
が
堂
々
と
ラ
ン
ウ

ェ
イ
を
歩
く
姿
は
と
て
も
か
っ
こ
良

い
の
で
、
ぜ
ひ
第
１
話
を
見
て
欲
し

い
。 

学
祭
を
経
て
、
ア
イ
ア
は
メ
イ
ク
ア
ッ

プ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
、
純
は
モ
デ
ル
に

な
る
、
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
が
諦
め
て
い

た
夢
に
向
け
て
動
き
始
め
る
。
ア
イ
ア

は
、
先
を
行
く
同
世
代
の
ラ
イ
バ
ル
た

ち
と
出
会
い
、
ど
う
し
て
も
う
少
し
早

く
夢
に
本
気
で
向
き
合
う
こ
と
を
し

な
か
っ
た
の
か
と
葛
藤
す
る
姿
が
描

か
れ
る
。
自
分
が
劣
る
と
こ
ろ
を
認
め

成
長
し
て
い
く
姿
が
眩
し
く
、
作
中
で

何
度
か
あ
る
メ
イ
ク
対
決
は
そ
う
い

っ
た
葛
藤
か
ら
の
成
長
が
丁
寧
に
描

か
れ
る
の
で
お
す
す
め
だ
。 

メ
イ
ク
や
モ
デ
ル
と
い
う
華
や
か
な

業
界
が
描
か
れ
て
い
く
が
、
二
人
の
夢

へ
の
熱
量
か
ら
ス
ポ
根
的
な
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
、
読
ん
で
い
て
目
が
離
せ
な

い
。
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
叶
え
る

ま
で
見
届
け
た
い
作
品
だ
。 

労
働
の
源
流 

 

 

主
婦
歴
十
一
年
二
児
の
子
育
て
中

の
モ
チ
コ
さ
ん
。
め
ん
ど
く
さ
が
り

で
家
事
は
極
力
し
た
く
な
い
し
、
な

る
べ
く
な
ら
お
金
を
か
け
た
く
あ
り

ま
せ
ん
。
同
じ
タ
イ
プ
の
私
は
溜
ま

る
一
方
の
服
が
捨
て
ら
れ
ず
焦
っ
て

い
た
の
で
整
理
・
収
納
編
の
「
服
を
整

理…

無
理
す
る
の
や
め
た
の
巻
」
を

読
ん
で
気
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
他
に
も
料
理
・
掃
除
等
五
つ
の
章

で
構
成
さ
れ
て
い
て
読
み
や
す
い
で

す
。「
ズ
ボ
ラ
」
ゆ
え
に
あ
み
出
さ
れ

た
効
率
の
良
さ
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
た

め
に
な
り
ま
す
。 

 

 

主
婦
歴
十
一
年
二
児
の
子
育
て
中

の
モ
チ
コ
さ
ん
。
め
ん
ど
く
さ
が
り

で
家
事
は
極
力
し
た
く
な
い
し
、
な

る
べ
く
な
ら
お
金
を
か
け
た
く
あ
り

ま
せ
ん
。
同
じ
タ
イ
プ
の
私
は
溜
ま

る
一
方
の
服
が
捨
て
ら
れ
ず
焦
っ
て

い
た
の
で
整
理
・
収
納
編
の
「
服
を
整

理…

無
理
す
る
の
や
め
た
の
巻
」
を

読
ん
で
気
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
他
に
も
料
理
・
掃
除
等
五
つ
の
章

で
構
成
さ
れ
て
い
て
読
み
や
す
い
で

す
。「
ズ
ボ
ラ
」
ゆ
え
に
あ
み
出
さ
れ

た
効
率
の
良
さ
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
た

め
に
な
り
ま
す
。 

華
や
か
な
世
界
を
目
指
す 

 

二
人
の
物
語
！ 

に
し
て
い
た
純
が
堂
々
と
ラ
ン
ウ
ェ

イ
を
歩
く
姿
は
と
て
も
か
っ
こ
良
い

の
で
、
ぜ
ひ
第
一
話
を
見
て
欲
し
い
。 

学
祭
を
経
て
、
ア
イ
ア
は
メ
イ
ク
ア

ッ
プ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
、
純
は
モ
デ
ル

に
な
る
、
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
が
諦
め
て

い
た
夢
に
向
け
て
動
き
始
め
る
。
ア
イ

ア
は
、
先
を
行
く
同
世
代
の
ラ
イ
バ
ル

た
ち
と
出
会
い
、
ど
う
し
て
も
う
少
し

早
く
夢
に
本
気
で
向
き
合
う
こ
と
を

し
な
か
っ
た
の
か
と
葛
藤
す
る
姿
が

描
か
れ
る
。
自
分
が
劣
る
と
こ
ろ
を
認

め
成
長
し
て
い
く
姿
が
眩
し
く
、
作
中

で
何
度
か
あ
る
メ
イ
ク
対
決
は
そ
う

い
っ
た
葛
藤
か
ら
の
成
長
が
丁
寧
に

描
か
れ
る
の
で
お
す
す
め
だ
。 

メ
イ
ク
や
モ
デ
ル
と
い
う
華
や
か

な
業
界
が
描
か
れ
て
い
く
が
、
二
人
の

夢
へ
の
熱
量
か
ら
ス
ポ
根
的
な
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
読
ん
で
い
て
目
が
離
せ

な
い
。
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
叶
え

る
ま
で
見
届
け
た
い
作
品
だ
。 

夢
へ
の
熱
量
か
ら
ス
ポ
根
的
な
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
、
読
ん
で
い
て
目
が

離
せ
な
い
。
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
夢

を
叶
え
る
ま
で
見
届
け
た
い
作
品

だ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○林 

  

 

お
仕
事
っ
て
ど
う
し
た
ら
い
い
？
働

く
っ
て
何
？
人
気
絵
本
作
家
ヨ
シ
タ
ケ

シ
ン
ス
ケ
の
新
作
「
お
し
ご
と
そ
う
だ
ん

セ
ン
タ
ー
」
は
、
児
童
書
だ
が
、
日
々
の

仕
事
を
淡
々
と
こ
な
す
だ
け
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
大
人
に
こ
そ
是
非
読
ん
で
も

ら
い
た
い
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
ス
ト
ー
リ

ー
だ
。 

 

記
憶
喪
失
で
仕
事
を
探
す
宇
宙
人
が

お
し
ご
と
そ
う
だ
ん
セ
ン
タ
ー
の
お
姉

さ
ん
と
仕
事
と
は
何
か
を
考
え
る
。
そ
の

途
中
に
挟
ま
れ
る
宇
宙
人
の
希
望
の
「
め

ず
ら
し
い
し
ご
と
」
が
２
ペ
ー
ジ
し
か
な

い
の
に
、
オ
チ
ま
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ま

た
、
素
晴
ら
し
い
。 

 

何
故
お
仕
事
を
す
る
の
か
の
基
本
か

ら
始
ま
り
、
仕
事
の
探
し
方
、
そ
し
て
仕

事
が
一
番
大
事
と
は
限
ら
な
い
と
伝
え

る
と
こ
ろ
に
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
合

わ
な
い
仕
事
や
人
間
関
係
が
良
く
な
い

の
な
ら
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
新
し
い
仕
事

を
探
す
と
良
い
と
言
い
切
る
と
こ
ろ
に
、

衝
撃
と
眩
し
さ
を
感
じ
る
。
今
こ
の
本
を

手
に
す
る
子
ど
も
た
ち
は
幸
せ
だ
。 

 

た
だ
一
つ
だ
け
、
め
ず
ら
し
い
し
ご
と

の
中
の
「
読
書
感
想
文
代
筆
屋
」
だ
け
は

個
人
的
に
書
店
員
と
し
て
は
、
職
に
就
い

て
ほ
し
く
な
い
な
あ
と
思
う
。
大
変
だ

が
、
本
を
読
み
ど
ん
な
感
想
で
も
良
い
か

ら
自
身
で
書
き
上
げ
る
事
で
き
っ
と
、
為

に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
。 

･
･
･

こ
の
原
稿
も
悩
ま
ず
に
書
け
る
よ
う

に
な
る
と
か
ね
。 

 
 
 
 
 
 

○米 

 
  

 

正
規
・
非
正
規
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
現
代
に
お
け
る
働
き
方
の

始
ま
り
は
い
つ
頃
だ
ろ
う
か
。
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治
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あ
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か
と
思
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か
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。
現

代
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る
博
士
に
な
っ
た
け
れ

ど
・
・
・
と
い
う
状
況
に
似
て
い
る
が
、

江
戸
の
非
正
規
雇
用
武
士
は
高
給
取

り
で
は
あ
っ
た
。 

正
規
雇
用
の
番
方
（
ば
ん
か
た
）
と

呼
ば
れ
る
職
種
は
江
戸
城
の
警
衛
が

主
な
業
務
。
宿
直
も
あ
る
た
め
当
番
日

と
非
番
日
が
順
に
く
る
と
い
う
消
防
・

警
察
の
よ
う
な
働
き
方
。
行
政
を
担
当

す
る
役
方
（
や
く
か
た
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は
朝
か
ら
夕

方
ま
で
の
勤
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、
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の
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で
も
勤
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可
能
で
あ
り
、
裁
量
労
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制
に
近
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。
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の
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の
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や
在
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勤
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な
ど
に
近
し
い
も
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が
江
戸

時
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に
も
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で
に
あ
っ
た
よ
う
だ
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一
方
、
町
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ど
う
だ
ろ
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か
。
就
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形
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最
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の
は
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営
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で
あ
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、
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に
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の
金
を
持
た
な
い
」

と
は
江
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っ
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の
気
前
の
良
さ
を
表

す
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
当
時
の

町
人
の
働
き
方
は
、
半
年
ま
た
は
一
年

程
度
の
雇
用
契
約
が
多
く
、
貯
蓄
ど
こ

ろ
で
は
な
く
「
持
た
な
い
」
の
で
は
な

く
「
持
て
な
い
」
の
が
実
情
ら
し
い
。

他
、
百
姓
の
働
き
方
に
つ
い
て
も
触
れ

ら
れ
て
い
る
。 

 

劇
的
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が
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、
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の
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