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三
日
留
守
を
し
て
独
り
帰
宅
し
少
し
疲
れ
の
残
る
晩
に
、
Ｂ
Ｓ
放
送
で
イ
ギ
リ
ス
Ｂ
Ｂ
Ｃ
フ
ィ
ル
ム
ズ

の
映
画
を
観
た
。
寝
入
る
ま
で
印
象
を
留
め
る
ほ
ど
、
見
ご
た
え
の
あ
る
作
品
だ
っ
た
。 

 

日
本
語
の
題
名
が
「
リ
ト
ル
・
ダ
ン
サ
ー
」
。
ボ
ク
シ
ン
グ
を
習
っ
て
い
た
少
年
が
、
同
じ
練
習
場
で

見
た
ダ
ン
ス
に
興
味
を
示
す
と
、
ダ
ン
ス
教
師
が
そ
の
才
能
を
見
抜
い
て
手
ほ
ど
き
を
し
、
少
年
は
伝
統

あ
る
バ
レ
ー
学
院
に
入
学
し
て
優
れ
た
ダ
ン
サ
ー
に
成
長
す
る
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
映
画
は
、
そ
の

成
功
物
語
を
、
登
場
人
物
た
ち
が
置
か
れ
た
状
況
に
立
ち
向
か
う
中
で
描
き
、
厚
み
と
陰
影
の
あ
る
ド
ラ

マ
に
し
て
い
る
。
時
代
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
一
九
八
四
年
。
炭
鉱
の
町
で
、
炭
鉱
労
働
者
の
組
合
が
ス

ト
ラ
イ
キ
を
し
て
警
察
隊
と
対
峙
し
て
い
る
。
少
年
の
父
は
そ
の
炭
鉱
労
働
者
で
あ
る
。
つ
つ
ま
し
い
生

活
の
中
で
息
子
に
ボ
ク
シ
ン
グ
を
習
わ
せ
た
の
は
、
身
を
立
て
る
の
に
役
立
つ
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
て

の
こ
と
。
そ
れ
な
の
に
ひ
そ
か
に
ダ
ン
ス
を
練
習
す
る
息
子
を
父
は
許
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
中
流
階
層

だ
が
夫
が
失
業
中
の
ダ
ン
ス
教
師
は
、
自
身
の
問
題
を
引
き
ず
り
な
が
ら
も
、
少
年
の
才
能
を
開
花
さ
せ

よ
う
と
す
る
。
つ
い
に
父
親
は
、
息
子
に
才
能
が
あ
る
と
い
う
言
葉
に
賭
け
る
。
息
子
を
ロ
ン
ド
ン
に
行

か
せ
る
お
金
を
つ
く
る
た
め
に
、
あ
わ
や
ス
ト
破
り
を
し
よ
う
と
し
て
ま
で
。
少
年
も
自
分
の
社
会
的
な
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位
置
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
少
年
俳
優
の
ひ
き
し
ま
っ
た
顔
は
威
厳
が
あ
っ
た
。
主
演
賞
を
も
ら

っ
た
と
い
う
の
が
う
な
ず
け
る
。 

 
長
々
と
筋
を
追
っ
た
の
は
、
ド
ラ
マ
が
薄
っ
ぺ
ら
な
物
語
で
は
な
い
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
前
回
話
題
に
し
た
よ
う
に
日
本
の
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
を
お
も
し
ろ
く
思
わ
な
い
か
ら
、
た
ま
に
優
れ

た
外
国
映
画
を
観
る
と
感
動
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
単
に
ド
ラ
マ
作
り
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
「
リ
ト
ル
・
ダ
ン
サ
ー
」
を
印
象
深
く
感
じ
た
の
は
、
日
本
の
社
会
と
そ
こ
で
の
人
間

の
行
動
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
違
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
。
人
間
が
強
靭
で
信
念
あ
る
行
動

を
す
る
、
少
年
で
さ
え
。
自
分
を
ふ
り
返
っ
て
最
も
足
り
な
い
と
こ
ろ
だ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
感
動
す

る
か
ら
に
は
、
自
己
を
確
立
し
て
保
つ
こ
と
は
人
間
一
般
が
見
習
う
べ
き
美
徳
な
の
だ
と
思
う
。
疲
れ
て

い
た
わ
た
し
の
目
を
覚
ま
し
て
く
れ
る
映
画
だ
っ
た
。 

  

そ
の
映
画
を
観
て
か
ら
ほ
ど
な
く
、
Ｍ
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
元
首
相
が
亡
く
な
っ
た
、
と
い
う
報
道
に
接
し

た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
在
職
中
の
施
政
へ
の
評
価
の
一
方
で
批
判
も
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
が
ち
ょ
う
ど

読
ん
で
い
た
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
『
列
伝
』
に
対
す
る
感
想
と
結
び
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
人
物
評

価
の
あ
い
ま
い
さ
へ
思
索
を
導
い
た
。 

人
間
の
徳
を
追
求
す
る
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
、
そ
の
伝
記
集
で
、
で
き
る
だ
け
公
平
な
立
場
に
立
っ
て
批



3 人物伝あれこれ 

判
的
に
、
高
名
な
人
物
た
ち
の
行
動
の
「
功
と
罪
」
を
淡
々
と
述
べ
る
。
一
人
の
人
間
の
中
に
徳
だ
け
で

な
く
不
徳
も
あ
る
こ
と
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
『
列
伝
』
を
読
ん
だ
西
洋
の
人
々
に
、
人
間

を
厚
み
の
あ
る
多
面
的
な
者
と
し
て
見
る
眼
を
養
っ
た
に
違
い
な
い
。
対
比
し
て
自
然
に
、
司
馬
遷
の
『
史

記
列
伝
』
に
思
い
が
向
か
う
。
そ
こ
で
は
、
各
々
の
人
物
は
別
々
に
切
り
と
ら
れ
て
伝
記
的
に
記
述
さ
れ

る
の
だ
け
れ
ど
、
よ
く
構
成
さ
れ
た
ド
ラ
マ
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
、
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
の
典
型

例
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
書
き
ぶ
り
は
、
中
国
の
伝
承
で
人
間
を
語
る
と
き
に
、
一
人
の
人
間
の
複
雑

さ
に
あ
ま
り
注
意
が
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
中
国
の
読
者
は
、

多
種
多
様
な
人
間
た
ち
を
知
っ
て
、
人
間
の
多
様
性
を
考
え
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
古
典
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
な
物
語
に
眼
が
行
く
。

そ
こ
で
は
、
あ
ざ
や
か
な
場
面
で
人
間
の
個
性
が
浮
き
出
る
こ
と
が
あ
る
が
、
で
き
ご
と
の
移
り
行
き
を

語
る
こ
と
が
基
調
で
あ
る
。
『
史
記
』
と
違
っ
て
、
歴
史
は
多
角
的
に
捉
え
ら
れ
ず
、
人
間
は
成
り
行
き

に
従
い
、
徳
や
個
性
は
付
随
的
に
し
か
語
ら
れ
な
い
。
現
代
で
は
、
吉
川
英
治
以
来
歴
史
上
の
人
物
を
小

説
に
書
い
た
も
の
が
あ
り
、
主
人
公
の
言
動
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
を
付
け
て
肯
定
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
に
感
情
移
入
し
て
味
わ
う
読
者
の
中
に
は
、
そ
こ
か
ら
処
世
の
術
を
学
ぶ
者
も
出
る
。
西
洋

や
中
国
の
よ
う
に
人
間
の
多
面
性
を
学
ぶ
こ
と
が
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
粗

雑
な
思
索
だ
け
か
ら
で
も
、
和
漢
洋
で
人
間
の
見
方
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
が
判
る
。
自
ら
顧
み
て
わ
ず
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か
な
徳
と
多
く
の
不
徳
を
知
る
者
は
、
自
他
を
見
る
眼
を
養
う
た
め
に
、
人
間
の
複
雑
さ
を
知
り
、
人
間

の
徳
と
不
徳
と
を
識
別
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 
さ
て
、
政
治
家
の
評
価
に
も
ど
れ
ば
、
日
本
で
は
、
事
後
に
功
罪
を
論
じ
る
こ
と
が
少
な
く
、
表
だ
っ

て
施
政
の
責
任
を
問
わ
な
い
。
た
だ
要
職
に
あ
っ
た
こ
と
に
敬
意
を
払
い
、
話
題
に
な
っ
た
で
き
ご
と
に

触
れ
る
だ
け
で
事
を
す
ま
せ
る
。
こ
れ
で
は
政
策
を
歴
史
に
照
ら
し
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
を
、
わ
れ
わ
れ
の
身
に
つ
い
た
文
化
の
せ
い
だ
と
済
ま
せ
て
い
い
だ
ろ
う
か
。
一
回
き
り
の
歴
史
の
で

き
ご
と
を
追
う
の
に
、
絵
巻
物
の
鑑
賞
の
よ
う
に
一
つ
前
の
場
面
を
隠
し
て
し
ま
っ
て
は
、
次
の
事
態
を

改
善
す
る
方
策
は
見
い
だ
せ
な
い
。 

映
画
「
リ
ト
ル
・
ダ
ン
サ
ー
」
で
、
炭
鉱
労
働
者
と
警
察
隊
と
が
対
峙
す
る
シ
ー
ン
は
主
題
の
背
景
に

あ
る
社
会
を
映
し
出
し
、
観
る
者
は
人
間
と
社
会
を
構
造
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
学
ぶ
。
そ
し
て
、
時
の

政
治
を
主
導
し
て
い
た
首
相
を
さ
え
想
起
す
る
。
思
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
衆
は
そ
の
立
場
を
力
強
く
主

張
し
、
「
鉄
の
女
」
も
そ
れ
か
ら
逃
げ
な
い
ほ
ど
強
か
っ
た
の
だ
。
人
々
は
自
己
の
考
え
方
を
失
わ
ず
、

で
き
ご
と
を
成
り
行
き
と
し
て
忘
れ
去
る
こ
と
が
な
い
。
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
状
況
は
当
時
の
政
治
と
ひ

と
つ
な
が
り
の
こ
と
と
し
て
あ
り
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
元
首
相
の
死
は
今
と
関
係
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
反
響
を
ひ

き
起
こ
さ
ず
に
は
い
な
い
。
賛
否
両
論
の
中
で
、
反
対
派
の
あ
い
だ
か
ら
「
魔
女
は
死
ん
だ
」
と
い
う
歌
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が
は
や
り
、
ヒ
ッ
ト
・
チ
ャ
ー
ト
に
登
場
す
る
事
態
が
生
じ
た
。
イ
ギ
リ
ス
紳
士
は
中
庸
を
重
ん
じ
る
か

ら
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
葬
儀
の
時
期
に
悪
趣
味
だ
と
し
て
そ
の
音
曲
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
し
、
そ
の
自
粛
が
ま
た

議
論
を
呼
ん
で
Ｂ
Ｂ
Ｃ
自
体
も
ニ
ュ
ー
ス
に
の
せ
た
。
日
本
で
は
起
こ
り
そ
う
に
な
い
イ
ギ
リ
ス
社
会
の

健
全
さ
を
示
す
で
き
ご
と
で
あ
る
。 

 

高
名
な
人
物
、
こ
と
に
政
治
に
か
か
わ
り
人
々
に
作
用
を
及
ぼ
し
た
人
は
、
同
時
代
人
か
ら
毀
誉
褒
貶

の
批
評
を
受
け
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
現
代
は
多
く
の
情
報
が
伝
わ
り
記
録
さ
れ
る
機
会
も
多
い
の

で
、
名
を
な
し
た
人
物
の
評
判
は
し
ば
ら
く
高
く
て
も
、
や
が
て
歴
史
に
照
ら
し
て
結
局
落
ち
着
く
と
こ

ろ
に
向
か
う
だ
ろ
う
。
情
報
操
作
に
乗
っ
て
権
力
を
手
に
し
た
現
代
政
治
家
に
は
、
将
来
の
評
価
を
意
識

し
て
行
動
を
選
ん
で
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
思
索
家
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
、
多
く
な
い
資
料
か
ら
多
面
的
な

人
物
像
に
近
づ
こ
う
と
励
ん
だ
。
現
代
、
名
を
上
げ
た
人
は
い
っ
そ
う
、
そ
の
よ
う
な
慧
眼
を
の
が
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
い
や
、
誰
も
が
、
一
個
の
人
間
と
し
て
そ
の
徳
と
不
徳
を
評
価
す
る
プ
ル
タ
ル
コ
ス

の
眼
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。 
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