
５８

「
楽
し
み
だ
な
ぁ
。
今
日
は
ど
ん
な
も
の
を
作
る
ん
だ
ろ
う
。」

夏
の
照
り
つ
け
る
日
差
し
の
中
、
隆
は
ら
ぽ
ー
る
に
向
か
っ
て
い
ま
し
た
。
今
日
は
「
ふ
る
さ
と
教
室
」
で
「
倭
文
織
り
」
の
作
品
づ

く
り
を
す
る
の
で
す
。
隆
は
小
学
校
の
ク
ラ
ブ
活
動
で
も
「
倭
文
織
り
」
ク
ラ
ブ
に
参
加
し
て
お
り
、
い
つ
も
以
上
に
張
り
切
っ
て
い
た

の
で
す
。

会
場
に
着
く
と
、
何
台
も
の
織
機
が
並
べ
て
あ
り
、
す
で
に
二
十
人
く
ら
い
の
小
中
学
生
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

し
ょ
っ
き

「
よ
く
来
た
ね
ぇ
。」

聞
き
慣
れ
た
声
に
振
り
返
る
と
、
隆
の
家
の
近
所
に
住
ん
で
い
る
寺
門
さ
ん
で
し
た
。
寺
門
さ
ん
は
小
学
校
の
織
物
指
導
に
も
来
て

く
だ
さ
っ
て
い
て
、
い
つ
も
優
し
く
隆
に
話
し
か
け
て
く
れ
ま
す
。

「
そ
う
い
え
ば
、
寺
門
さ
ん
は
ど
う
し
て
倭
文
織
り
を
始
め
た
ん
で
す
か
。」

「
織
物
に
つ
い
て
の
知
識
を
広
め
る
目
的
の
公
開
講
座
に
参
加
し
た
の
が
、
始
ま
り
か
な
。『
倭
文
織
り
』
と
い
う
織
物
が
、
那
珂
市
に

も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
文
献
を
調
べ
た
ん
だ
よ
。
だ
ん
だ
ん
ル
ー
ツ
が
分
か
っ
て
き
た
の
だ
け
れ
ど
、
残

念
な
が
ら
布
そ
の
も
の
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
。
本
物
が
な
い
中
で
、
倭
文
織
り
を
復
元
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
は
、
手
探
り
で

の
活
動
が
ず
っ
と
続
い
た
わ
。
誰
に
も
教
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
自
分
た
ち
で
一
つ
一
つ
試
行
錯
誤
を
し
な
が
ら
復
元
活
動

し
こ
う
さ
く
ご

を
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
他
県
へ
の
研
修
へ
も
行
っ
た
わ
ね
。」

「
な
る
ほ
ど
、
本
物
が
残
っ
て
い
な
い
の
に
そ
れ
を
作
り
出
す
と
い
う
の
は
本
当
に
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
試
し

た
成
果
と
し
て
、
今
の
倭
文
織
り
が
あ
る
の
で
す
ね
。」

隆
が
感
心
し
て
い
る
と
、
寺
門
さ
ん
は
続
け
て
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

「
も
っ
と
大
変
な
の
は
、
糸
に
す
る
ま
で
か
な
ぁ
…
。
一
年
に
一
回
、
寒
い
時
期
（
一
月
～
二
月
）
に
だ
け
作
業
を
す
る
の
で
冷
た
い
水

伝
統
の
文
化
を
守
る

～
倭
文
織
り
～

し

づ

お

倭
文
織
り

楮
や
カ
ラ
ム
シ
な
ど
の

こ
う
ぞ

自
然
植
物
繊
維
を
使
用

せ
ん
い

し
た
織
物
。
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を
使
う
こ
と
に
な
り
、
と
て
も
大
変
な
の
。
原
料
も

楮
か
ら
育
て
て
い
る
の
で
、
夏
の
暑
い
時
期
も
楮
の

こ
う
ぞ

収
穫
や
世
話
に
手
間
が
か
か
る
の
よ
。
で
も
、
作
品

が
出
来
上
が
っ
た
と
き
は
と
て
も
嬉
し
い
わ
ね
。
自

然
の
材
料
を
使
っ
た
作
品
は
や
っ
ぱ
り
い
い
も
の
だ

か
ら
ね
。
手
間
が
か
か
っ
て
い
る
分
よ
け
い
に
嬉
し

い
の
よ
。」

「
一
つ
一
つ
原
料
か
ら
作
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
の

で
す
ね
。」

「
そ
う
だ
ね
。
そ
の
嬉
し
さ
や
大
変
さ
を
み
ん
な
に
味

う
れ

わ
っ
て
欲
し
い
ん
だ
よ
。」

寺
門
さ
ん
と
話
し
て
い
る
と
、
近
く
に
い
た
お
じ
さ

ん
に
話
し
か
け
ら
れ
ま
し
た
。『
手
し
ご
と
』代
表
の
田

中
良
治
さ
ん
で
す
。

田
中
さ
ん
は
、
教
室
の
初
め
の
あ
い
さ
つ
で
こ
ん
な

こ
と
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

「
公
民
館
活
動
と
し
て
始
ま
っ
た
た
め
、
現
在
は
那
珂

市
の
方
の
み
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
茨

城
県
内
に
活
動
を
広
げ
て
い
き
、
ゆ
く
ゆ
く
は
全
国

に
『
倭
文
織
り
』
を
広
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
せ
っ
か
く
自
分
た
ち
の
地
域
に
伝
わ
る
も
の

楮こ
う
ぞ古

く
か
ら
和
紙
材
料
と

し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

今
日
で
も
和
紙
の
主
要

原
料
と
な
っ
て
い
る
。

手
し
ご
と

那
珂
市
瓜
連
地
区
で
倭

文
織
り
の
技
術
を
研
究
、

伝
承
し
て
い
る
市
民
グ

ル
ー
プ
。
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で
す
か
ら
、
こ
の
先
も
ず
っ
と
伝
承
し
て
い
き
た
い
で
す
し
ね
。

近
年
で
は
、「
ふ
る
さ
と
教
室
」
と
し
て
小
中
学
生
に
織
物
を
指
導

し
た
り
、
オ
ー
ク
リ
ッ
ジ
交
換
留
学
生
の
体
験
活
動
と
し
て
も
取

り
上
げ
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
最
近
と
て
も
嬉
し
い
こ
と
が
あ

う
れ

り
ま
し
て
ね
。
瓜
連
小
学
校
の
児
童
だ
っ
た
方
が
、
結
婚
し
て
水

戸
市
に
移
り
住
ん
だ
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
方
が
自
分
の
子
ど
も

を
連
れ
て
倭
文
織
り
の
体
験
に
来
て
く
れ
た
ん
で
す
。
地
道
な
活

じ
み
ち

動
が
少
し
ず
つ
で
も
実
を
結
べ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。」

「
さ
あ
、
そ
れ
で
は
始
め
ま
し
ょ
う
か
。」

田
中
さ
ん
の
声
が
か
か
り
、
い
よ
い
よ
倭
文
織
り
の
教
室
が
始
ま

り
ま
す
。
隆
は
、
い
つ
も
以
上
に
や
る
気
に
満
ち
て
織
機
に
向
か

い
ま
し
た
。

倭
文
織
り

倭
文
織
は
楮
や
カ
ラ
ム
シ
な
ど
の
自
然
植
物
繊
維
を
使
用
し
た
織
物
で
、
昔
朝
廷
に
も
献
上
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
ぞ

せ
ん
い

倭
文
織
は
、
中
国
か
ら
北
九
州
に
伝
わ
り
、
こ
ち
ら
に
移
り
住
ん
だ
人
々
に
よ
り
瓜
連
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
古
い

織
物
を
復
元
し
よ
う
と
活
動
を
続
け
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。

瓜連小学校（倭文織りを習う様子）


