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木幡智恵美 
秋（2）

　
新
た
に
出
現
し
た
恐
る
べ
き
敵
の
正
体
は
、
ワ
ル
ナ
ス
ビ
。
数
年
前
、
畑
の
お
隣
の
家
の
Ｇ
さ
ん
が
、

「
う
ち
の
牛
糞
使
っ
て
。
わ
し
一
人
じ
ゃ
使
い
き
れ
ん
か
ら
」
と
言
わ
れ
る
の
で
、
お
言
葉
に
甘
え
て
何

度
か
拝
借
し
た
。
そ
の
際
、
牛
糞
の
山
に
生
え
る
見
慣
れ
な
い
緑
の
葉
が
気
に
な
っ
て
は
い
た
の
だ

が…

。
そ
の
ワ
ル
ナ
ス
ビ
が
持
つ
武
器
と
い
う
の
は
、
茎
に
も
葉
に
も
無
数
に
生
え
て
い
る
棘
だ
。
ズ
ボ

ン
を
履
い
て
い
て
も
足
が
チ
ク
チ
ク
す
る
。
刈
る
際
は
軍
手
で
は
痛
く
て
触
れ
な
い
の
で
、
夫
が
買
っ
て

来
た
ご
わ
ご
わ
の
分
厚
い
手
袋
を
使
う
。
花
は
、
名
前
の
通
り
ナ
ス
に
似
た
白
い
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
る

が
、
実
は
と
い
う
と
、
大
き
さ
は
ビ
ー
玉
く
ら
い
、
黄
緑
に
濃
い
緑
の
筋
入
り
で
、
固
ま
っ
て
ぶ
ら
下
が

る
様
は
不
気
味
な
感
じ
が
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
し
ぶ
と
さ
と
言
っ
た
ら
。
刈
っ
た
数
日
後
に
行
く
と
、

切
り
口
か
ら
枝
を
伸
ば
し
、
緑
の
葉
を
広
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
根
が
果
て
し
な
く
深
く
潜
っ
て
い
て
、

引
っ
こ
抜
く
と
ぷ
つ
ん
と
切
れ
て
し
ま
う
。
わ
ず
か
の
期
間
に
畑
全
体
に
ま
で
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま

さ
に
ワ
ル
ナ
ス
ビ
だ
。 

カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
も
相
変
わ
ら
ず
私
を
苦
し
め
る
。
ダ
イ
コ
ン
の
種
を
蒔
い
た
次
の
週
、
ハ
ク
サ
イ
の
苗

を
植
え
る
と
こ
ろ
を
起
こ
し
て
も
ら
い
、
土
の
中
か
ら
紐
で
繋
が
っ
た
黒
い
球
根
を
拾
っ
て
い
く
。
ふ
と

横
を
見
る
と
、
あ
れ
だ
け
黒
い
塊
を
取
り
除
い
た
の
に
、
も
う
ダ
イ
コ
ン
の
双
葉
の
周
り
に
黄
緑
色
の

尖
っ
た
芽
が
生
え
て
い
る
。
空
し
さ
を
抱
え
な
が
ら
、
止
め
る
こ
と
も
出
来
ず
、
無
駄
な
抵
抗
を
続
け

る
。
そ
し
て
、
重
い
気
持
ち
の
ま
ま
、
ハ
ク
サ
イ
の
苗
を
植
え
、
ア
ー
チ
形
の
支
柱
を
埋
め
込
み
、
ネ
ッ

ト
を
張
っ
た
。 

　
帰
り
に
平
田
に
米
を
取
に
行
く
。
三
十
キ
ロ
の
米
を
今
年
は
三
袋
だ
け
頼
ん
だ
。
毎
年
六
袋
だ
っ
た
の

が
、
今
年
は
半
減
。
い
つ
も
お
世
話
に
な
る
Ａ
さ
ん
が
出
て
こ
ら
れ
、
「
ま
あ
、
お
祖
母
さ
ん
は
そ
げ
に

食
べ
ら
れ
よ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
話
し
て
ま
し
た
わ
」
と
、
言
わ
れ
る
の
で
、
「
い
や
、
一
人
減
っ
た
の
も

あ
る
ん
で
す
け
ど
、
息
子
が
長
期
出
張
に
行
っ
て
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ま
だ
三
袋
残
っ
て
る
ん
で
す
」
と

答
え
る
。
米
袋
は
、
夫
と
二
人
掛
か
り
で
運
ん
だ
。
去
年
ま
で
は
、
各
自
で
一
袋
ず
つ
運
べ
た
の
に
。
何

年
か
前
は
、
娘
の
ア
パ
ー
ト
の
三
階
ま
で
一
袋
ず
つ
抱
え
て
運
ん
で
た
っ
け
。
子
ど
も
た
ち
が
食
べ
盛
り

の
頃
は
弁
当
も
あ
り
、
十
キ
ロ
の
米
が
十
日
で
無
く
な
っ
て
い
た
。
家
族
が
減
り
、
米
が
減
り
、
老
化
し

た
体
は
力
が
無
く
な
り…

。
ま
だ
初
秋
な
の
に
、
人
生
の
晩
秋
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
日
と
な
っ
た
。 
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今岡　幹 
夏休みの思い出

新
学
期
が
始
ま
り
、
通
勤
時
に
再
び
集
団
登
校
の
子

供
た
ち
の
姿
を
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
子

た
ち
に
は
、
こ
れ
か
ら
様
々
な
こ
と
が
起
き
る
長
い
人
生

が
待
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
と
複
雑
な
心
持
ち
に
な
っ
た

り
も
す
る
の
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
今
日
も
一
日
元
気
で

行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
と
心
の
中
で
声
を
掛
け
て
い
ま
す
。 

昔
々
、
小
学
校
六
年
生
の
夏
休
み
前
の
こ
と
で
し

た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
学
校
か
ら
帰
宅
す
る
と
家
に
母
の

姿
は
な
く
、
夜
勤
明
け
の
父
と
幼
稚
園
か
ら
先
に
帰
っ
て

い
た
弟
が
い
ま
し
た
。
お
も
む
ろ
に
父
は
私
と
弟
に
面
と

向
か
う
と
諭
す
よ
う
に
こ
う
言
い
ま
し
た
。
「
お
母
さ
ん

は
出
て
行
っ
た
。
も
う
帰
っ
て
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
」 

そ
の
後
夏
休
み
に
入
る
と
す
ぐ
に
、
私
と
弟
は
出
雲

市
の
町
外
れ
に
あ
る
父
の
実
家
に
預
け
ら
れ
、
そ
の
殆
ど

を
祖
父
母
の
下
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
間
ど
ん
な
思
い

で
何
を
し
て
過
ご
し
て
い
た
の
か
、
何
故
か
全
く
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
記
憶
が
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
し
も
子
供
の
頃
の

出
来
事
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
事
細
か
く
覚
え
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
で
し
ょ
う
が
、
い
つ
も
と
は
違
う
夏
休
み
な
の
だ

か
ら
何
か
し
ら
心
の
奥
に
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
そ
う
な

筈
な
の
に
、
そ
れ
が
皆
目
思
い
出
せ
な
い
の
で
す
。 

例
え
ば
祖
母
が
毎
日
ど
ん
な
ご
飯
を
食
べ
さ
せ
て
く

れ
た
の
か
、
記
憶
を
振
り
絞
っ
て
も
出
て
こ
な
い
。
祖
父

は
手
先
の
器
用
な
人
だ
っ
た
か
ら
、
き
っ
と
一
緒
に
何
か

を
作
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
く
れ
た
筈
で
す
が
、
こ
れ
ま
た

忘
却
の
彼
方
で
す
。 

そ
う
い
え
ば
覚
え
て
い
る
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
し

た
。
休
み
の
途
中
、
父
が
私
達
の
様
子
を
見
に
来
た
と
き

に
『
別
冊
冒
険
王
』
を
買
っ
て
来
て
く
れ
た
の
で
す
。
嬉

し
く
て
何
度
も
読
み
返
し
ま
し
た
。
当
時
は
そ
れ
く
ら
い

し
か
楽
し
み
が
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
の
『
別
冊
冒
険

王
』
は
、
裏
表
紙
が
外
れ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
な
が
ら
今

も
手
元
に
残
っ
て
い
ま
す
。
手
に
取
る
と
何
故
か
幸
せ
な

気
持
ち
に
な
る
か
ら
不
思
議
な
も
の
で
す
。 

祖
父
の
死
後
の
こ
と
で
す
。
平
成
三
年
に
海
部
総
理

大
臣
よ
り
戦
後
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
に
対
し
慰
労
の
思
い

を
込
め
た
書
状
と
銀
杯
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
祖
父
は
終
戦

時
に
ソ
連
軍
に
よ
り
拿
捕
さ
れ
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
た

日
本
兵
の
生
還
者
だ
っ
た
の
で
す
。
祖
父
か
ら
戦
争
の
体

験
談
を
聞
い
た
覚
え
が
殆
ど
な
い
私
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

驚
愕
の
事
実
で
し
た
。
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
過
酷
で
悲
惨

な
体
験
を
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ

ん
。
せ
め
て
生
き
て
い
る
う
ち
に
と
思
う
と
残
念
で
な
り

ま
せ
ん
。 
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
中

30国
の
経
済
成
長
を
あ
と
押
し
し
て
き
た
日
本

は
そ
の
果
て
に
い
ま
、
国
際
ル
ー
ル
を
は
み

出
す
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
の
大
国
に
振
り

回
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
ス
ト
ー
リ
ー
の

ニ
ュ
ー
ス
を
朝
日
新
聞
が
報
じ
て
い
た
（
８

月 

日
朝
刊
）
。 

30
年
金
生
活
者
　
中
国
を
支
援
し
て
き
た
の
は

自
民
党
の
保
守
本
流
と
呼
ば
れ
る
勢
力
だ
。

派
閥
で
は
田
中
派
や
宏
池
会
に
代
表
さ
れ

る
。
そ
の
基
本
路
線
を
特
徴
づ
け
る
の
は

「
軽
武
装
と
経
済
優
先
」
だ
。 

　
「
軽
武
装
」
は
自
民
党
の
党
是
と
は
異
な

り
、
憲
法
９
条
の
堅
持
を
意
味
し
た
。
戦
争

の
放
棄
を
う
た
う
こ
の
条
項
は
先
の
大
戦
で

の
日
本
の
加
害
責
任
を
認
め
る
条
項
で
も
あ

る
。
最
大
の
加
害
の
ひ
と
つ
が
中
国
侵
略

だ
っ
た
。
保
守
本
流
の
政
治
家
た
ち
は
中
国

へ
の
償
い
な
し
に
戦
後
の
日
本
外
交
は
成
り

立
た
な
い
と
考
え
た
。 

　
「
軽
武
装
」
と
両
輪
を
な
す
「
経
済
優

先
」
は
資
本
主
義
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
意

味
し
た
。
資
本
主
義
は
辺
境
の
存
在
を
必
要

と
す
る
。
開
発
さ
れ
た
先
進
地
域
と
未
開
発

の
辺
境
と
を
つ
な
ぎ
、
そ
の
落
差
を
利
潤
の

源
泉
と
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
か
つ
て

の
中
国
は
そ
の
辺
境
に
該
当
し
た
。
保
守
本

流
政
権
が
中
国
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
に
力
を
尽
く

し
た
の
も
、
先
進
地
域
と
辺
境
を
つ
な
い
で

両
地
域
の
落
差
か
ら
利
潤
を
搾
り
出
す
狙
い

が
あ
っ
た
か
ら
だ
。 

　
こ
の
試
み
は
成
功
し
、
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ

世
界
第
２
位
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
経
済
大
国
を
出
現

さ
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
そ
れ
は
自
国

に
ふ
ん
だ
ん
に
利
益
を
も
た
ら
し
て
き
た
ド

ル
の
基
軸
通
貨
の
地
位
を
脅
か
し
か
ね
な
い

事
態
を
意
味
す
る
。
ア
メ
リ
カ
が
中
国
と
の

対
決
姿
勢
を
む
き
出
し
に
し
始
め
た
の
は
そ

の
た
め
だ
。 

 

代
　
両
大
国
の
対
立
は
台
湾
を
め
ぐ
っ
て

30緊
張
を
増
し
て
い
る
。 

年
金
　
中
国
が
台
湾
を
自
国
の
一
部
と
強
調

す
る
の
は
、
持
ち
物
の
ひ
と
つ
を
失
う
の
を

嫌
が
っ
て
い
る
の
と
は
違
う
。
台
湾
を
失
え

ば
す
べ
て
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
て

い
る
。 

 

代
　
台
湾
の
独
立
を
認
め
れ
ば
中
国
共
産

30党
の
支
配
の
正
統
性
が
崩
れ
る
か
ら
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
共
産
党
は
内
戦
で
大
陸
か
ら

追
い
出
し
た
国
民
党
が
台
湾
に
逃
れ
る
の
を

阻
止
で
き
ず
、
こ
の
島
を
い
ま
だ
に
実
効
支

配
で
き
な
い
で
い
る
。
国
民
党
を
倒
し
て
成

立
し
た
こ
と
に
共
産
党
政
権
の
正
統
性
を
置

く
限
り
、
そ
の
正
統
性
は
ま
だ
完
成
し
た
と

は
言
え
な
い
。
な
ん
と
し
て
も
台
湾
を
支
配

下
に
置
か
な
い
と
、
政
権
は
常
に
不
安
定
部

分
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。 

年
金
　
そ
の
見
方
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、

背
後
に
中
国
が
い
ま
な
お
引
き
ず
る
「
帝

国
」
の
伝
統
が
あ
る
こ
と
を
見
な
い
と
、
共

産
党
政
権
の
台
湾
へ
の
執
着
は
説
明
し
き
れ

な
い
。 

　
帝
国
は
他
の
諸
国
家
に
対
し
て
圧
倒
的
な

強
さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
服
属
す
る
国
家

が
な
く
て
も
存
立
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
錯
覚
だ
。
服
属
す
る
国
家
は

帝
国
の
つ
っ
か
え
棒
で
あ
り
、
そ
れ
を
失
う

こ
と
は
支
え
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
服

属
国
家
が
あ
る
か
ら
こ
そ
帝
国
の
権
威
が
保

た
れ
、
民
衆
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
台
湾
は
そ
う
し
た
つ
っ
か
え
棒
の
ひ
と

つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
か
つ
て
「
世
界
帝
国
」
だ
っ
た
時
代
の
中

国
の
服
属
国
、
つ
ま
り
つ
っ
か
え
棒
に
な
っ

て
い
た
地
域
と
し
て
朝
鮮
半
島
、
日
本
、
ベ

ト
ナ
ム
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
名
残
を
い
ま
北

朝
鮮
と
の
関
係
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中

国
は
北
朝
鮮
が
韓
国
に
飲
み
込
ま
れ
る
の
を

何
と
し
て
も
避
け
た
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
。 

 

代
　
中
国
に
は
中
国
の
民
主
主
義
が
あ
る

30と
習
近
平
政
権
は
強
調
す
る
。
そ
れ
は
経
済

的
な
自
由
を
認
め
る
一
方
、
政
治
的
な
自
由

を
抑
圧
す
る
「
民
主
主
義
」
だ
。
中
国
国
民

は
内
心
「
そ
ん
な
も
の
は
民
主
主
義
で
は
な

い
」
と
思
っ
て
い
る
は
ず
だ
。 

年
金
　
私
の
推
察
で
は
逆
だ
。
た
い
て
い
の

国
民
は
習
ら
の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
と

思
う
。 

　
民
主
主
義
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な

く
、
人
間
の
自
由
を
拡
張
す
る
た
め
の
手
段

と
考
え
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
も
の
が

あ
っ
て
当
然
と
い
う
考
え
が
成
り
立
つ
。
西

側
と
は
違
う
「
中
国
の
民
主
主
義
」
と
い
う

考
え
方
も
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。 

　
人
間
は
民
主
主
義
の
時
代
よ
り
は
る
か
以

前
か
ら
自
由
を
求
め
続
け
て
き
た
。
そ
の
手

段
は
そ
の
時
代
の
富
の
大
小
に
よ
っ
て
決

ま
っ
た
。
政
治
的
な
自
由
に
つ
い
て
い
え

ば
、
富
の
乏
し
い
時
代
は
独
裁
者
だ
け
が
自

由
を
享
受
し
た
。
少
し
豊
か
に
な
る
と
、
複

数
の
権
力
者
が
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

や
が
て
民
主
主
義
の
時
代
を
迎
え
て
国
民
全

員
が
そ
れ
を
手
に
し
た
。 

　
も
し
中
国
の
国
民
が
現
在
ほ
ど
豊
か
な
暮
ら

し
を
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
「
中
国
に
は
民
主

主
義
が
な
い
」
「
独
裁
を
や
め
て
民
主
化
せ

よ
」
と
い
っ
た
声
が
噴
出
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
１
９
８
９
年
の
天
安
門
事
件
に
至
っ
た
学

生
、
市
民
ら
の
民
主
化
要
求
運
動
は
そ
ん
な
民

衆
の
声
を
代
弁
し
た
も
の
だ
っ
た
。 

　
そ
れ
は
改
革
開
放
政
策
に
よ
っ
て
絶
対
的
な

貧
困
か
ら
は
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
、
ま
だ

今
の
よ
う
な
豊
か
さ
に
は
達
し
て
い
な
い
時
代

に
起
き
た
。
貧
困
か
ら
の
脱
出
に
よ
っ
て
自
立

意
識
を
強
め
た
国
民
は
政
府
へ
の
批
判
意
識
も

強
め
、
い
ま
だ
十
分
に
豊
か
と
ま
で
は
い
え
な

い
暮
ら
し
の
不
満
を
政
府
に
ぶ
つ
け
た
。
貧
困

と
豊
か
さ
の
中
間
段
階
の
時
代
に
起
き
た
運
動

と
い
う
点
で
は
、
半
世
紀
前
の
全
共
闘
の
運
動

と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

　
い
ま
中
国
の
国
民
は
当
時
の
日
本
国
民
よ

り
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
普
及
が
そ
れ
に
大
き
く
寄
与
し

た
。
そ
の
豊
か
さ
が
人
び
と
の
自
由
を
拡
張

し
た
。
消
費
の
自
由
、
職
業
選
択
の
自
由
、

移
動
の
自
由
を
広
げ
た
。
そ
れ
は
中
国
の
資

本
主
義
の
高
度
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
。
習
政
権
は
そ
れ
を
「
中
国
の
民
主
主

義
」
の
成
果
だ
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
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