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▼
「
オ
ト
ナ
」
と
い
う
言
葉
に
憧

れ
や
反
発
を
持
ち
な
が
ら
、
だ
れ

も
が
迎
え
る
成
人
の
日
。
ま
ち
の

成
人
式
に
は
、
た
く
さ
ん
の
笑
顔

が
輝
き
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
笑
顔
が
も
っ
と
素
敵
に
、
も
っ

と
自
信
に
満
ち
て
い
き
ま
す
よ

う
に
！
み
ん
な
ガ
ン
バ
レ
！
　（
井
）

▼
野
市
の
凧
揚
げ
大
会
に
参
加
。

息
子
と
一
緒
に
凧
揚
げ
を
す
る

の
は
初
め
て
で
、
昔
や
っ
た
記
憶

を
頼
り
に
凧
の
「
オ
バ
」
な
ど
を

微
調
整
。
こ
の
日
は
微
風
で
な
か

な
か
上
手
く
揚
が
ら
な
い
。
そ
こ

へ
、お
じ
さ
ん
が
来
て
ち
ょ
こ
ち
ょ

こ
っ
と
糸
の
張
り
具
合
な
ど
を

調
整
す
る
と
、
見
事
に
揚
が
り
、

す
ね
て
い
た
息
子
は
大
喜
び
で

し
た
。お
じ
さ
ん
に
感
謝
。　（
ｍ
）

▼
土
佐
凧
保
存
会
の
長
﨑
さ
ん

は
「
凧
」
以
外
に
メ
ジ
ロ
を
呼
ぶ

名
人
で
す
。
市
の
鳥
に
決
ま
っ
た

「
め
じ
ろ
」
を
撮
っ
て
お
き
た
い

と
思
い
、
呼
ん
で
も
ら
う
と
10
羽

程
が
す
ぐ
に
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

す
ご
い
光
景
で
し
た
！
　（
Ｎ
）
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。
正
方
形
を
斜
め
に
し
た
ひ
し
形
は
土
佐

凧
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
後
期
か
ら
揚
げ
ら
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い
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そ
の
技
術
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香
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保
存
会
は
昭
和
47
年
、
香
我

美
町
庁
舎
落
成
記
念
の
凧
揚
げ

大
会
を
き
っ
か
け
に
作
ら
れ
ま

し
た
。
会
員
は
約
30
人
で
事
務

局
長
の
長
﨑
清
さ
ん
に
よ
る
と

「
土
佐
凧
の
組
織
と
し
て
は
、
後

年
伝
わ
っ
て
い
っ
た
野
市
と
香

我
美
だ
け
」だ
そ
う
で
す
。

　
会
員
の
中
に
は「
日
本
凧
の
会
」

の
会
員
も
お
り
、
国
内
外
の
行

事
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
有
名

画
家
の
絵
を
凧
に
し
て
空
に
並

べ
る
「
ア
ー
ト
カ
イ
ト
・
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
で
は
、
平
成
５
年
の

カ
ナ
ダ
か
ら
３
回
、
外
国
の
空

へ
土
佐
凧
を
揚
げ
ま
し
た
。
シ

ン
プ
ル
な
構
造
な
の
に

一
番
揚
が
っ
た
と
注
目

さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　
凧
の
形
は
全
国
的
に
は
縦
長

が
多
く
、
ひ
し
形
は
土
佐
凧
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
骨
も
基
本
的

に
４
本
で
、
水
平
に
入
る
骨
「
ブ

ン
ブ
」
を
外
せ
ば
、
丸
め
ら
れ
る

の
も
特
徴
で
す
。
シ
ン
プ
ル
な

形
だ
か
ら
こ
そ
、
各
部
の
バ
ラ

ン
ス
が
重
要
で
、
よ
く
揚
が
る

凧
を
作
る
の
は
手
間
が
か
か
る

そ
う
で
す
。

　
凧
作
り
で
は
焼
き
出
し
用
の

火
縄
・
竹
カ
ゴ
・
凧
・
絵
な
ど
会

員
の
得
意
な
こ
と
を
分
担
し
て

作
っ
て
い
ま
す
。

　
骨
に
適
し
た
「
す
す
竹
」
は
遠

く
ま
で
探
し
に
行
く
と
の
こ
と

で
し
た
。
凧
糸
に
す
る
麻
の
「
ヤ

　
　

マ
」
は
入
手
で
き
な
く
な
っ
た

そ
う
で
す
。
会
員
も
高
齢
化
し
、

今
の
う
ち
に
凧
揚
げ
の
文
化
を

伝
え
よ
う
と
、
子
ど
も
た
ち
に

凧
作
り
教
室
も
行
っ
て
い
ま
す

が
、
や
は
り
後
継
者
が
い
な
い

の
が
悩
み
の
よ
う
で
す
。
ま
た
、

毎
年
１
月
下
旬
に
行
う
凧
揚
げ

大
会
の
会
場
の
徳
王
子
は
東
部

自
動
車
道
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
影
響
も
心
配
さ
れ
て
い
ま

す
。
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に
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く
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も
揚
が
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ら
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』
を

た
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