
お
ば
ち
ゃ
ん
の
「
か
ん
と
だ
き
」

私
に
と
っ
て
祖
父
の
姉
に
あ
た
る
人
を
一
般
的
に
は
「
大

伯
母
」
と
呼
ぶ
ら
し
い
が
、
私
は
彼
女
を
苗
字
で
「
阿
波

田
の
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
お
ば
ち
ゃ
ん

は
病
気
が
ち
な
夫
の
看
病
を
し
な
が
ら
商
業
高
校
の
近
く

で
小
さ
な
雑
貨
店
を
切
り
盛
り
し
つ
つ
、
4
人
の
子
ど
も

を
育
て
た
。
フ
ジ
パ
ン
の
特
約
店
契
約
を
結
ん
で
駄
菓
子

な
ど
を
並
べ
、
高
校
生
相
手
の
さ
さ
や
か
な
商
売
を
始
め

る
こ
と
に
し
た
の
は
、
1
9
6
0
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

近
所
に
住
ん
で
い
た
私
の
祖
母
は
お
ば
ち
ゃ
ん
が
店
を

始
め
る
時
、
一
緒
に
松ま

つ

屋ち
や

町ま
ち

へ
行
っ
て
駄
菓
子
を
買
い
込

み
、
そ
れ
を
担
い
で
帰
っ
て
き
た
。
歳
は
10
ほ
ど
違
う
が
、

同
じ
淡
路
島
の
出
身
で
、
早
く
か
ら
大
阪
へ
奉
公
に
出
て

世
間
を
よ
く
知
っ
て
い
た
義
理
の
姉
を
、
私
の
祖
母
は
敬

慕
し
て
い
た
ら
し
い
。
し
ば
ら
く
し
て
、
お
ば
ち
ゃ
ん
は

そ
の
店
先
で
「
関か

ん

東と

煮だ
き

」
を
売
り
始
め
た
。
鍋
に
は
、
牛ご

蒡ぼ

天て
ん

、
竹ち

く

輪わ

、
牛
ス
ジ
、
蒟
蒻
、
厚
揚
げ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ

が
毎
日
グ
ツ
グ
ツ
と
煮
込
ま
れ
て
い
た
。

関
東
煮
と
お
で
ん

こ
の
「
関
東
煮
」
と
は
一
体
何
な
の
か
。
大
阪
の
人
か

ら
は
「
そ
ら
、
あ
ん
た
、
関
東
煮
は
〝
か
ん
と
だ
き
〟
や

が
な
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
そ
う
だ
が
、
私
は
大
人

に
な
っ
て
か
ら
、
実
は
漢
字
で
は
「
関
東
煮
」
と
書
く
と

知
っ
て
、
混
乱
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
広
辞
苑
』
を
引
い
て
み
て
も
、「
関
西
で
、
関
東
地
方
の

煮
込
み
お
で
ん
の
こ
と
」
と
、
短
い
説
明
が
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。
要
す
る
に
関
東
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
お
で
ん
」
な

味
の
奥
ゆ
き
と
逞

た
く
ま

し
さ

醤
油
は
古
く
か
ら
あ
る
調
味
料
だ
が
、
関
西
と
関
東
と

い
う
視
点
で
見
る
と
、
近
世
に
大
変
革
が
あ
っ
た［
＊
1
］。
近

世
初
期
に
は
関
西
が
醤
油
醸
造
業
の
中
心
地
で
、
関
西
か

ら
関
東
へ
運
ば
れ
る
「
下
り
醤
油
」
が
大
い
に
流
通
し
て

い
た
。
そ
れ
が
中
期
に
な
る
と
、
関
東
で
も
ヤ
マ
サ
や
亀

甲
萬
な
ど
の
醤
油
醸
造
業
者
が
興
隆
し
、「
下
り
醤
油
」
に

依
拠
せ
ず
に
、
独
自
の
「
地
回
り
醤
油
」
が
江
戸
の
消
費

に
応
え
る
体
制
が
整
っ
た
［
＊
2
］。

関
東
の
醤
油
は
色
の
濃
い
「
濃
口
醤
油
」
で
あ
る
。
近

世
中
期
以
降
、
江
戸
・
東
京
の
膨
大
な
胃
袋
を
満
た
す
料

理
に
は
、
こ
の
濃
口
醤
油
が
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
た
。

刺
身
、
か
ば
焼
き
、
魚
の
醤
油
漬
け
、
蕎
麦
な
ど
、
関
東

醤
油
独
自
の
食
文
化
が
花
開
き
、
そ
の
中
で
醤
油
味
の
煮

込
み
お
で
ん
も
誕
生
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
大
正
期

の
大
阪
を
舞
台
に
し
た
織
田
作
之
助
の
小
説
『
夫め

お
と婦

善ぜ
ん

哉ざ
い

』

の
主
人
公
、
蝶
子
と
柳
吉
は
あ
れ
こ
れ
と
商
売
に
手
を
つ

け
る
中
で
、
飛
田
で
関
東
煮
屋
を
始
め
る
。
関
東
煮
の
老
舗
、

道
頓
堀
の
た
こ
梅
、
法
善
寺
横
丁
の
正
弁
丹
吾
亭
を
偵
察

す
る
く
だ
り
に
気
を
取
ら
れ
そ
う
に
な
る
が
、
も
う
一
つ

別
の
描
写
が
目
に
留
ま
る
。
柳
吉
は
路
上
で
山
椒
昆
布
を

煮
て
い
る
。
こ
こ
に
「
亀
甲
万
の
濃
口
醤
油
を
ふ
ん
だ
ん

に
使
っ
て
」
と
あ
り［
＊
3
］、
関
東
醤
油
が
大
阪
の
胃
袋
に
大

い
に
刺
激
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
関
東
煮
の
レ
シ
ピ
で
は
特
段
に
濃
口
醤
油
を
用

い
る
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
薄
口
を
使
う
の
が

関
西
風
と
の
記
述
も
あ
る
。
食
文
化
研
究
家
の
魚う

お

柄つ
か

仁
之

助
氏
に
よ
れ
ば
、
鶏
ガ
ラ
を
出
汁
に
使
っ
た
「
和
洋
合
体

食
」
と
し
て
の
特
徴
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、

歴
史
的
な
特
筆
点
で
あ
る
と
い
う
［
＊
4
］。
お
そ
ら
く
、「
関

の
だ
が
、
味
も
中
身
も
ず
い
ぶ
ん
違
う
。
こ
れ
ま
で
も
お

伝
え
し
て
き
た
通
り
、
私
は
幼
少
期
に
大
阪
を
離
れ
、
関

東
に
引
っ
越
し
て
き
た
も
の
の
、
両
親
が
大
阪
の
味
を
手

離
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、「
大
阪
の
胃
袋
」
の
持
ち
主
と
し

て
育
て
ら
れ
た
。

だ
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
「
お
で
ん
」
販

売
が
始
ま
っ
た
時
に
は
、
そ
の
匂
い
や
出
汁
の
色
を
見
て
、

「
関
東
煮
」
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
。
大
根
、
蒟
蒻
、

練
り
物
（
大
阪
で
は
天
ぷ
ら
と
呼
ぶ
）、
昆
布
、
ゆ
で
卵
な
ど
は

お
で
ん
と
共
通
し
て
い
る
一
方
、
関
東
煮
に
は
牛
ス
ジ
が

欠
か
せ
な
い
。
コ
ロ
と
呼
ば
れ
る
鯨
肉
が
入
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
「
こ
っ
て
り
」
と
し
た
味
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
私
の
両
親
が
懐
か
し
む
の
は
、
駄
菓
子
屋

の
店
先
で
グ
ツ
グ
ツ
と
煮
込
ま
れ
た
そ
れ
で
あ
る
。「
お
ば

ち
ゃ
ん
の
関
東
煮
が
食
べ
と
ぅ
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
探
し

た
ん
や
け
ど
、
や
っ
と
た
ど
り
着
い
た
の
が
大
阪
ガ
ス
の

レ
シ
ピ
や
っ
て
ん
」
と
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
教
え
て
く

れ
た
母
の
関
東
煮
、
つ
ま
り
大
阪
ガ
ス
の
味
に
、
私
の
舌

は
親
し
ん
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
1
9
7
7
年
に
同
社
か

ら
刊
行
さ
れ
た
『
お
料
理
ミ
ニ
百
科
』
の
中
に
そ
の
レ
シ

ピ
は
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
関
西
で
「
関
東
」
を
食
べ
る
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？

「
お
で
ん
」
を
『
広
辞
苑
』
で
引
く
と
、「
煮
込
田
楽
の
略
。

蒟
蒻
、
豆
腐
、
里
芋
、
は
ん
ぺ
ん
、
つ
み
れ
な
ど
を
醤
油

味
で
煮
込
ん
だ
料
理
。
関
東
焚
き
。
関
東
煮
」
と
あ
る
。

「
醤
油
味
で
煮
込
ん
だ
料
理
」
と
い
う
文
言
に
注
目
し
て
、

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
「
醤
油
味
」
が
「
関
東
」
と
表
現
さ
れ
、

「
関
東
煮
」
と
な
っ
た
と
仮
説
を
立
て
て
み
た
い
。

東
煮
」
が
関
西
に
定
着
し
て
以
来
、
店
や
家
庭
の
好
み
で

味
付
け
が
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
続
け
、
今
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う

［
＊
5
］。
な
ん
と
も
奥
ゆ
き
の
あ
る
食
べ
も
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
な
資
本
で
始
め
ら
れ
る
小
商
い
で
あ
っ
た
た
め
、

関
東
煮
は
私
の
お
ば
ち
ゃ
ん
や
蝶
子
と
柳
吉
の
よ
う
な
不

安
定
な
家
計
を
大
い
に
助
け
る
術す

べ

と
な
っ
て
き
た
。
コ
ロ

ナ
禍
の
今
も
ま
さ
に
、
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
店
先

の
鍋
で
煮
る
こ
と
は
、
過
去
の
風
情
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
他
所
の
味
を
取
り
入
れ
、
ア
レ
ン
ジ
し
続
け
て

き
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
関
東
煮
の
奥
ゆ
き
と
逞
し
さ
は
、

む
し
ろ
未
来
へ
の
指
針
と
言
え
は
し
ま
い
か
。
そ
ん
な
こ

と
を
言
っ
た
ら
、
お
ば
ち
ゃ
ん
は
大
笑
い
す
る
だ
ろ
う
。

も
う
こ
の
世
に
は
い
な
い
彼
女
の
関
東
煮
を
、
急
に
食
べ

た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ゆ
ざ
わ
・
の
り
こ　

法
政
大
学
人
間
環
境
学
部
教
授
。
１
９
７
４
年
、
大

阪
府
八
尾
市
生
ま
れ
。
３
歳
で
東
京
、
千
葉
へ
転
居
し
た
が
、
祖
父
母
や

両
親
の
影
響
を
受
け
た
食
環
境
に
よ
り
「
大
阪
の
胃
袋
」
育
ち
を
自
負
。

『
７
袋
の
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
――
食
べ
る
を
語
る
、
胃
袋
の
戦
後
史
』（
晶
文

社
）
や
、『
ウ
ン
コ
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
――
人
糞
地
理

学
こ
と
は
じ
め
』（
ち
く
ま
新
書
）
な
ど
、
食
や
排
泄
と
い
っ
た
人
間
の
根

源
的
な
生
命
行
動
か
ら
都
市
文
化
を
論
じ
た
話
題
作
を
続
々
発
表
。
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