
井

伏

作

品

に

お

け

る

社

会

と

個

昭
和
十
年
か
ら
十
五
年
の
作
品
を
中
心
に

は

め

巳

じ

昭
和
十
年
か
ら
十
五
年
と
い
え
ば
、
井
伏
が
、
初
期
の
「
屈
託
」
し
た
状
態
か
ら
、
次
第
に

脱
出
し
は
じ
め
る
時
期
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
悶
の
作
品
は
、
井
伏
が
旅
先
で
取
材

し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
等
を
合
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
民
衆
の
生
活
の
中
か
ら
、
程
々
の
断

片
を
切
り
取
っ
て
き
て
並
ぺ
た
と
い
う
感
が
強
い
。
そ
乙
に
拙
か
れ
た
嵐
長
は
、
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て

き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
を
考
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
乙
の
悶
の
井
伏
が
持
っ
て
い
た

問
題
の
中
心
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

昭
和
十
年
か
ら
十
五
年
に
舎
か
れ
た
作
品
を
眺
め
た
と
き
、
そ
の
内
容
に
、
い
く
つ
か
の
目

立
つ
傾
向
を
認
め
る
乙
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
日
常
の
生
活
の
中
へ
、
異
質
な
人
物
や
文
化

が
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
う
型
で
あ
り
、
ま
た
、
日
常
の
生
活
の
中
に
い
た
者
が
、
そ
の
外
へ

出
て
行
く
と
い
う
型
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
型
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
収
放
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
作
品
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
考
え
て
い
く
乙
と
に
す
る
。

日
常
生
活
の
中
九
、
異
質
な
人
物
や
文
化
が
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
う
型
の
代
表
と
し
て
、

作
品
「
琵
琶
塚
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
乙
れ
は
、
「
承
久
の
乱
の
後
に
於
け
る
清
拐
事

件
に
述
坐
し
」
て
、
甲
斐
の
国
甲
迩
村
に
流
さ
れ
た
中
津
川
大
納
言
と
、
村
の
住
人
シ
ピ
レ
・

岡
山
鹿
父
娘
と
の
交
流
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
た
だ
し
、
乙
の
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の
交
流

は
、
直
接
的
に
は
拙
か
れ
な
い
。
乙
の
作
品
の
語
り
は
、
シ
ピ
レ
が
自
分
と
大
納
言
と
の
関
わ

り
を
描
い
た
「
宮
づ
か
へ
」
な
る
文
章
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
に
解
説
を
加
え
て
い
く
と
い
う

こ
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

諮
り
は
、
ま
ず
「
宮
づ
か
へ
」
の
中
か
ら
、
二
つ
の
拘
話
会
抜
を
出
し
、
流
入
で
あ
る
大
約

の
問
題

秋

枝

美

保

言
に
対
す
る
村
人
の
反
感
を
と
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
務
話
に
見
る
乙
と
が
で

品
。
ザ
匂
。

「
去
る
ほ
ど
に
、
十
郎
殴
の
一
子
次
郎
殿
、
家
来
の
強
盗
、
山
賊
な
ん
ど
、
今
生
の
面
目

と
て
大
納
言
明
が
袖
の
ふ
り
学
び
奉
ら
ん
と
、
事
々
し
う
垣
間
立
ち
ふ
さ
が
り
ぬ
。
さ
す

が
に
大
納
言
明
は
面
を
伏
せ
て
お
は
し
け
れ
ば
、
や
が
て
次
郎
殿
、
強
盗
、
山
賊
な
ん
ど

口
々
に
、
心
に
く
う
伎
と
罵
り
顕
ぞ
振
り
て
逃
げ
去
り
ぬ
。
」

乙
れ
ら
村
人
た
ち
の
反
応
の
中
に
は
、
矛
盾
し
た
ニ
つ
の
動
き
が
あ
る
。
「
今
生
の
面
目
と

て
大
納
言
卿
が
袖
の
ふ
り
学
び
奉
ら
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
都
の
洗
綜
さ
れ
た
文
化
に

対
す
る
陸
憶
が
あ
り
、
一
方
、
そ
の
大
納
言
を
見
て
人
々
が
「
口
々
に
、
心
に
く
う
候
と
罵
り

頭
を
振
り
て
逃
げ
去
」
っ
た
と
い
う
と
乙
ろ
に
は
、
異
質
な
文
化
に
対
す
る
拒
否
反
応
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
o

語
り
は
、
乙
の
拍
話
に
つ
い
て
、
「
土
者
の
人
た
ち
は
都
か
ら
流
さ
れ
来

た
高
貴
の
人
に
対
し
、
階
級
の
ち
が
ふ
親
し
み
の
持
て
な
い
人
程
と
し
て
川
壁
を
設
け
て
ゐ
た

も
の
で
あ
ら
う
。
」
と
い
う
解
説
を
加
え
て
お
り
、
ま
た
、
別
の
所
で
は
、
「
そ
の
乙
ろ
の
都

の
貴
族
と
田
舎
の
庶
民
は
、
生
き
て
行
く
気
持
に
お
い
て
ま
る
で
別
の
人
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
今
も
昔
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
U

と
し
、
都
と
田
舎
の
文
化
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。
乙

の
持
話
か
ら
は
、
そ
の
異
質
な
都
の
文
化
に
対
す
る
、
村
人
の
複
雑
な
反
応
を
見
る
乙
と
が
で

き
る
。そ

の
よ
う
に
反
感
を
抱
い
た
村
人
た
ち
の
中
で
、
シ
ピ
レ
・
鴨
鹿
父
娘
だ
け
は
、
流
入
の
大

納
言
に
、
「
根
気
強
く
奉
仕
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
シ
ピ
レ
は
、
「
大
納
言
の
寓
居
に
出
入
り

し
て
ゐ
た
炊
事
女
」
で
あ
り
、
老
父
鴨
鹿
は
、
「
大
納
言
の
寓
居
の
水
汲
み
兼
庭
扮
き
男
」
で

あ
る
。シ

ピ
レ
は
、
大
納
言
か
ら
読
み
書
き
を
習
い
、
「
宮
づ
か
へ
」
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
彼
女

は
、
都
か
ら
流
さ
れ
て
来
た
不
遇
の
、
し
か
も
「
端
艇
」
な
青
年
貴
公
子
で
あ
る
大
納
言
を
、

「
一
途
に
思
ひ
つ
め
て
ゐ
る
」
。

一
方
、
父
親
の
鴨
鹿
も
、
同
様
に
、
大
納
言
に
対
し
て
、
忠
勤
を
励
ん
だ
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

水
汲
み
で
あ
る
。
「
せ
め
て
飲
水
だ
け
で
も
治
い
の
を
飲
み
た
い
」
と
の
大
納
言
の
所
望
に
答
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え
て
、
鴨
胞
は
、
「
差
出
の
磁
の
清
水
」
を
、
「
雨
に
つ
け
凪
に
つ
け
」
、
「
清
水
の
溺
れ
ん

乙
と
を
以
う
お
そ
れ
、
か
ち
は
だ
し
に
て
」
迩
ん
だ
。
そ
し
て
、
彼
は
、
大
納
一
言
が
都
九
日
っ

て
か
ら
も
、
乙
の
勤
め
を
忘
れ
ず
、
都
に
ま
で
、
乙
の
清
水
を
涯
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
鴨
鹿

は
、
「
甘
阿
武
な
お
方
」
に
仕
え
る
乙
と
に
、
た
だ
、
た
だ
、
無
上
の
喜
び
を
感
じ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

諮
り
は
、
シ
ピ
レ
の
思
い
に
つ
い
て
、
「
偲
認
の
情
緒
に
似
て
、
彼
女
の
思
ひ
は
情
熱
的
で

あ
り
す
ぎ
た
は
と
し
、
ま
た
、
鴨
腐
の
忠
勤
に
つ
い
て
も
、
「
父
親
の
鴨
胞
は
伴
義
な
老
爺
の

迫
右
と
し
て
、
凝
り
性
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
や
う
に
尽
は
れ
る
。
」
と
し
て
、
二
人
の
一
途
な

思
い
を
、
い
く
ぶ
ん
突
き
放
し
て
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
諮
り
が
設
け
た
、
そ
の
摂
を
超

え
て
、
彼
ら
の
、
大
納
言
に
対
す
る
純
朴
な
恒
憶
は
、
あ
ふ
れ
出
る
よ
う
に
、
乙
の
作
品
の
中

心
を
流
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
乙
の
シ
ピ
レ
父
娘
の
大
納
言
品
展
は
、
大
納
言
に
対
し
て
良
い
感
情
を
抱
い
て

い
な
い
村
人
た
ち
の
反
感
を
民
う
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
村
人
た
ち
の
感
情
は
、
次
の

よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

村
の
人
た
ち
は
、
鴨
胞
親
子
を
明
ら
さ
ま
に
毛
総
ひ
す
る
索
拐
を
見
せ
た
。
彼
等
親
子
が

都
か
ら
来
た
人
種
の
ち
が
ふ
人
間
に
、
五
年
間
も
六
年
間
も
心
を
こ
め
て
奉
仕
し
た
か
ら

で
あ
る
。
村
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
何
か
不
屈
な
魂
胆
で
も
な
い
か
ど
己
り
、
彼
等
親
子
が

そ
の
や
う
に
都
の
人
を
大
事
に
す
る
筈
が
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

琵
琶
探
誕
生
の
由
来
は
、
そ
も
そ
も
、
流
入
と
い
う
よ
そ
者
に
対
す
る
、
シ
ピ
レ
父
娘
と
村

人
た
ち
と
の
、
こ
の
感
情
の
ず
れ
に
あ
る
と
育
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
作
品
「
琵
な
恕
」
の
語

り
の
目
的
も
、
「
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
乙
の
鼠
末
(
シ
ビ
レ
が
琵
琶
を
担
め
た
顕
末

|
l引
用

者
)
に
閃
し
て
批
判
を
加
へ
る
に
は
、
泣
文
『
宮
づ
か
へ
』
の
巻
一
.
か
ら
読
み
起
す
の
が
順
序

で
あ
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
琵
琶
滋
の
由
米
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
顕
末
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
シ
ピ
レ
は
、
防
腐
の
留
守
中
に
、
地

回
り
の
次
郎
や
そ
の
手
下
の
山
賊
な
ど
に
、
「
手
ひ
ど
く
容
め
ら
れ
」
る
。
そ
れ
は
、
「
月
さ

や
け
く
、
放
れ
駒
い
な
な
き
悶
に
駆
け
」
て
行
っ
た
院
で
、
そ
の
放
れ
駒
に
「
青
い
色
の
河

宝
」
が
釆
っ
て
い
る
の
を
、
何
人
も
の
人
間
が
目
撃
し
て
い
た
。
シ
ピ
レ
は
、
乙
の
狂
っ
た
よ

う
な
騒
ぎ
を
「
・
無
気
味
に
」
思
い
、
「
不
安
」
に
な
る
。
そ
し
て
、
乙
れ
は
、
コ
品
質
な
お
方

の
遺
品
で
あ
る
琵
琶
に
日
を
つ
け
て
」
の
騒
ぎ
だ
と
、
彼
女
は
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
女
は
、

「
恩
ふ
だ
に
物
狂
は
し
く
」
な
り
、
「
人
里
離
れ
た
原
の
な
か
」
に
琵
琶
を
埋
め
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
琵
琶
を
「
安
置
」
し
た
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
、
琵
琶
は
、
村
人
に
と
っ
て
、
都
人
が
残
し
て
行
っ
た
良
質
な
文
化
の
象
徴
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。
乙
の
持
活
は
、
そ
の
琵
琶
を
め
ぐ
っ
て
村
人
た
ち
の
問
に
起
こ
っ
た
一
つ
の

街
突
を
示
し
て
い
る
。

乙
の
街
突
の
背
誌
に
あ
る
の
は
、
村
と
い
う
閉
鎖
的
な
共
同
休
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
共
同
体
に
お
い
て
は
、
共
同
体
内
部
の
秋
序
が
絶
対
で
あ
り
、
そ
と
に
は
、
そ
の
秩
序
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
強
国
な
力
が
治
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
力
が
、
外
部
か
ら
の
侵

入
者
に
対
し
て
は
、
排
他
的
な
力
と
し
て
倒
く
。
言
わ
ば
、
大
納
言
に
対
す
る
村
人
た
ち
の
反

感
は
、
共
同
体
内
部
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
動
き
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
う
考
え
た
と
き
、
シ
ビ
レ
、
収
鹿
父
娘
の
大
納
言
接
近
は
、
ど
の
よ
う
な
窓
味
を
持
っ
て

く
る
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ピ
レ
の
大
納
言
に
対
す
る
忠
い
は
、
後
に
彼
女
が
大
納
言
の
い
る
都
九

思
い
を
馳
せ
て
い
る
よ
う
に
、
村
で
の
日
常
生
活
の
外
側
に
あ
る
世
界
へ
の
陸
れ
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
ま
た
、
鴨
鹿
の
場
合
は
、
高
貴
な
人
に
近
付
く
乙
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
子
々

孫
々
」
ま
で
の
「
名
た
こ
を
得
ょ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
村
の
外
に
、
村
内
で

の
結
成
以
上
の
権
威
を
求
め
る
乙
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
父
娘
の
劫
き
は
、
二
つ
な
が
ら
、
共
同

体
内
部
の
秩
序
を
あ
や
う
く
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
共
同
体
内
部
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
力
と
街
突
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
つ
ま
り
、
秩
序
を
総
持
し
よ
う
と
す
る
力
は
、
秩
序
を
あ
や
う
く
す
る
分
子
を
押
さ

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
琵
以
巳
か
埋
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
結
局
、
排
他
的
勢
力
が
時
間

ち
、
そ
の
呉
研
H

な
文
化
の
引
が
紋
が
土
中
に
担
め
ら
れ
て
、
村
の
生
活
の
中
か
ら
締
め
出
さ
れ
た

こ
と
を
芯
味
し
て
い
る
。

一
方
、
都
の
大
納
言
を
訪
ね
て
村
を
飛
び
出
し
た
川
町
民
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
放
は

都
の
大
納
一
一
二
一
口
邸
で
、
大
納
一
一
一
一
口
か
ら
「
小
さ
な
錦
の
巾
者
」
を
引
出
物
と
し
て
賜
わ
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
巾
詐
の
中
身
は
、
鴨
胞
の
期
待
に
反
し
て
、
「
十
八
(
珠
で
も
な
く
金
の
砂
位
で
も
な
」

く
、
「
呑
」
で
あ
っ
た
。
が
っ
か
り
し
た
彼
は
、
美
汲
の
荷
揚
で
、
乙
の
呑
を
た
い
て
し
ま

う
。
そ
し
て
、
結
局
、
問
鹿
は
、
村
内
の
結
成
ぞ
脅
か
す
よ
う
な
品
物
を
、
都
か
ら
持
ち
帰
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
同
鹿
に
対
す
る
大
納
言
の
態
度
で
あ
る
。
鴨
胞
に
と
っ
て
何
の
役

に
も
立
ち
そ
う
に
な
い
香
を
ほ
う
び
に
と
ら
せ
る
大
納
言
の
態
度
に
は
、
村
人
に
対
す
る
一
一
極

の
無
関
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
乙
こ
に
限
ら
ず
、
作
品
の
所
々

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
大
納
言
は
、
村
人
の
誰
に
も
、
シ
ピ
レ
に
さ
え
も
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を

示
さ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ら
村
人
と
大
納
言
と
の
動
き
全
体
を
眺
め
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
兵
伎
な
二
つ
の
文
化
の

出
会
い
の
場
を
描
い
た
と
見
る
乙
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
結
局
、
村
人
た
ち
は
、
都
の
文
化
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つ
ま
り
、
一
一
つ
の
文
化
は
、
交

を
受
け
入
れ
ず
、
大
納
言
は
、
村
の
文
化
を
受
け
入
れ
な
い
。

流
し
合
う
乙
と
な
く
離
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

乙
の
作
品
に
お
い
て
中
心
に
据
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
た
ど
ら
れ
る
、

シ
ピ
レ
、
日
関
父
娘
の
恋
別
で
あ
る
。
乙
の
二
人
は
、
異
質
な
世
界
に
対
す
る
純
心
な
臣
れ
を

抱
い
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
互
い
に
交
わ
ろ
う
と
し
な
い
こ
つ
の
文
化
の
聞
に
立
っ
て
、

桁
渡
し
の
役
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ビ
レ
が
守
っ
た
琵
琶
は
土
中
に
埋
め
ら
れ
、

明
院
の
賜
っ
た
呑
は
、
煙
と
灰
に
な
っ
て
消
え
て
し
ま
う
。
虚
し
い
結
末
で
あ
る
。

作
品
は
「
宮
づ
か
へ
」
の
中
か
ら
、
二
人
の
悲
削
を
象
徴
す
る
部
分
を
引
用
し
て
終
わ
る
o

mwmの
方
は
、
「
下
胞
の
九
月
に
て
名
香
を
焚
く
、
的
に
打
ち
釆
り
て
水
田
に
陥
ち
た
る
ど
と
き

思
ひ
に
こ
そ
U

と
い
う
、
例
の
呑
を
た
い
た
と
き
の
、
い
さ
さ
か
れ
胞
な
感
じ
の
す
る
、
自
問

的
な
同
一
白
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
シ
ビ
レ
の
坊
人
口
は
、
大
約
一
一
一
品
が
去
っ
た
あ
と
の
彼
女
の

放
心
状
怒
ぞ
示
す
、
立
味
を
な
さ
な
い
一
一
一
一
日
誌
の
羅
列
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
二
人
の
位
悩

が
純
粋
で
あ
っ
た
だ
け
余
計
に
、
そ
の
位
恨
の
虚
し
さ
が
余
加
と
し
て
読
者
の
心
に
政
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
シ
ピ
レ

m
m父
奴
の
悲
叫
を
拍
く
こ

と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
悲
別
の
原
因
と
な
っ

た
、
共
同
件
内
部
の
回
定
性
、
排
他
性
に
対
す
る
、
作
者
井
伏
の
批
判
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

乙
の
作
品
と
同
様
の
作
品
世
界
を
持
つ
の
は
、
作
品
「
『
槌
ツ
ァ
』
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』

は
貯
一
円
り
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
乙
の
作
品
に
お
い
て
も
、
シ
ビ

レ
の
住
む
村
と
同
様
に
閉
鎖
的
な
村
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
「
私
」
の
生
ま
れ
故
仰
の
村
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
生
活
用
語
を
め
ぐ
っ
て
ー
一
つ
の
騒
動
が
生
じ
る
。

こ
乙
で
問
題
に
さ
れ
る
用
語
は
、
父
母
に
対
す
る
呼
称
、
あ
る
い
は
、
一
段
的
な
敬
称
の
た

ぐ
い
で
あ
る
。
乙
の
村
に
お
い
て
は
、
そ
の
用
語
が
防
紋
的
区
別
に
し
た
が
っ
て
定
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
村
人
に
と
っ
て
、
界
H

勿
に
変
え
る
乙
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て

感
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
状
況
が
拙
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
ま
れ
て
乙
の
方
「
問
ツ
ア
」

と
呼
ば
れ
杭
け
て
い
る
者
は
、
「
死
ぬ
ま
で
」
、
「
悶
ツ
ァ
」
で
あ
る
。
ま
た
、
両
刻
を
「
ト

ト
サ
ン
」
「
カ
カ
サ
ン
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
き
た
者
は
、
「
死
ぬ
ま
で
」
、
そ
れ
ぞ
変
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
村
内
の
言
語
の
状
況
は
、
閉
鎖
的
な
共
同
休
内
部
に
お
け
る
、
九
日
然
と
し
た
生

活
d
秩
序
休
系
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
体
系
は
、
半
分
制
度
化
し
て
い
て
、
人
々
の

宣
活
を
来
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
な
ん
と
か
、
乙
の
京
れ
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
到
き
が
現
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
「
槌
ツ
ァ
」
は
、
「
槌
ツ
ン
」
と
呼
ば
れ
た
い
と
い
う
望
み
を
持
つ
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
村
長
の
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
、
そ
う
呼
ば
な
い
た
め
に
、
二
人
の
問
に
喧

嘩
が
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、
ニ
人
は
、
用
語
刷
新
合
戦
を
は
じ
め
、
つ
い
に
は
、
互
い
に
、
氏

素
姓
の
は
っ
き
り
し
な
い
都
会
言
葉
を
使
用
す
る
に
至
る
。
そ
れ
は
、
村
で
は
、
「
ま
乙
と
に

画
期
的
な
出
来
事
」
だ
っ
た
。

し
か
し
、
乙
の
翠
新
的
な
勤
き
は
、
都
会
言
葉
に
対
し
て
否
定
的
な
村
人
の
感
覚
に
よ
っ
て

結
局
、
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
作
品
「
琵
琶
探
」
の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
そ

し
て
、
「
ト
ト
サ
ン
」
「
カ
カ
サ
ン
」
と
い
う
旧
弊
な
呼
称
を
改
め
た
い
と
「
煩
悶
」
し
て
い

た
「
私
」
も
、
結
局
、
そ
れ
を
来
た
さ
ず
に
終
わ
る
。

乙
の
作
品
に
お
い
て
は
、
両
親
の
呼
び
名
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
る
「
私
」
も
、
く
だ
ら
な
い

用
語
刷
新
合
戦
ぞ
始
め
た
「
槌
ツ
ア
」
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
同
人
も
、
ま
た
、
そ
の
用
語
改
革

を
押
し
臼
め
る
こ
と
に
な
る
「
私
」
の
担
父
も
、
す
べ
て
の
人
物
が
、
用
活
と
い
う
玖
末
な
こ

と
に
こ
だ
わ
る
、
い
さ
さ
か
幼
稚
な
人
物
と
し
て
、
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
「
用

誌
に
つ
い
て
幻
問
す
る
」
と
い
う
設
定
の
し
か
た
自
体
が
、
す
で
に
、
乙
の
作
品
を
一
加
の
災

い
話
と
し
て
、
解
消
し
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

し
か
し
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
笑
い
話
も
村
内
の
秩
序
休
系
の
同
辺
に
起
こ
る

問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
山
村
応
、
そ
の
秩
序
の
強
固
さ
を
花
認
し
て
、
こ
の
作
品
は
終
わ
る
。
そ
の

「
『
オ
ト
ッ
ツ
ア
』
『
オ
カ
カ
』
:
:
:
『
オ
ト
ッ
ツ
ァ
ン
』
『
オ
カ
カ
ン
』
と
い
ふ
用
語
は
、

百
年
た
っ
て
も
消
え
去
ら
な
い
や
う
に
思
は
れ
た
己
と
い
う
表
現
に
は
、
お
か
し
さ
の
中
に
も

絶
望
的
な
匂
い
が
あ
る
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
用
誌
を
改
め
た
い
と
忠
っ
て
い
る
「
私
」
は
、
「
地
球
が
逆
に
廻

転
す
る
や
う
な
大
兵
変
で
も
起
ら
な
い
か
ぎ
り
、
『
カ
カ
サ
ン
』
と
い
ふ
用
語
な
ど
断
じ
て
復

活
し
な
い
だ
ら
う
。
」
と
「
煩
悶
」
し
、
そ
れ
が
、
「
そ
の
こ
ろ
の
私
の
唯
一
の
悩
み
で
あ
っ

た
。
」
と
、
作
品
作
一
結
ん
で
い
る
。
乙
の
「
私
」
の
「
煩
悶
」
に
は
、
や
は
り
、
笑
っ
て
す
ま

す
乙
と
の
で
き
な
い
主
苦
し
さ
が
あ
る
。
そ
乙
に
は
、
伺
人
の
芯
訟
を
抑
圧
す
る
社
会
の
圧
力

に
対
す
る
井
伏
の
批
判
の
芦
が
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
閉
鎖
的
な
共
同
体
の
中
に
、
奥
官
な
人
同

や
文
化
が
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
う
状
況
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
主
人

公
の
共
同
休
杭
成
只
は
、
そ
の
位
入
者
に
位
れ
同
化
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
、

共
同
体
内
部
に
存
在
す
る
秩
序
枚
持

ω力
に
阻
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
た
ち
は
、
そ
れ

ぞ
れ
共
同
休
の
京
幻
か
ら
逃
れ
出
ょ
う
と
し
な
が
ら
、
治
局
共
同
休
内
部
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て



「
屈
託
」
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
は
、
初
期
の
「
屈
託
」
の
反
映
し
た
作
品
と
言
っ

て
よ
い
。

た
だ
、
見
逃
す
乙
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
「
屈
託
」
し
た
状
態
を
相
対
化
し
、
突
き
放

し
て
拾
乙
う
と
す
る
態
度
が
、
乙
れ
ら
の
作
品
に
見
ら
れ
る
と
と
で
あ
る
。
作
品
「
琵
琶
摂
」
に

お
い
て
は
、
シ
ピ
レ
の
文
章
「
官
。
っ
か
へ
」
に
解
説
を
加
え
る
と
い
う
や
り
方
で
、
ま
た
、
作

品
「
『
槌
ツ
ア
』
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
、
:
:
:
」
に
お
い
て
は
、
と
ぼ
け
た
語
り
の
口
調

に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
た
ち
の
「
屈
託
」
し
た
感
情
は
、
街
較
を
弱
め
ら
れ
て
、
語
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
「
原
託
」
し
た
状
態
か
ら
の
脱
出
の
兆
し
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
脱
出
へ
の
確
実
な
第
一
歩
と
し
て
、
二
つ
の
異
質
な
文
化
が
、
互
い
に
そ
の
境
を

許
し
あ
っ
て
、
交
流
し
あ
う
と
い
う
型
の
作
品
の
登
場
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

作
品
「
索
姓
吟
味
」
と
作
品
「
ジ
ョ
ン
高
次
郎
漂
流
記
」
で
あ
る
。

作
品
「
素
姓
吟
味
」
は
、
鎖
国
の
時
代
、
外
国
と
の
交
流
が
一
切
禁
じ
ら
れ
た
乙
の
時
代
に

あ
っ
て
、
た
だ
ひ
と
つ
取
締
り
方
に
も
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
混
血
児
|
|
日
本

人
の
女
と
「
契
人
」
の
問
に
生
ま
れ
た
児

l
iの
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
異
質
な
二

つ
の
文
化
の
交
流
の
原
点
に
も
位
置
す
る
問
題
で
あ
る
。

奉
行
所
で
は
、
こ
の
混
血
児
の
処
置
に
頭
を
悩
ま
す
。
幼
児
を
罰
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
乙
で
、
奉
行
所
は
、
既
に
乙
の
世
の
も
の
と
な
っ
た
混
血
児
は
し
か
た
な
い
乙

と
と
し
て
、
以
後
「
呉
人
」
と
接
触
し
、
「
兵
人
」
の
予
を
宿
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
界
を

問
う
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
、
容
貌
の
「
異
人
」
ら
し
き
赤
ん
ほ
、
語
わ
ゆ
る
「
鬼
子
」
に
つ

い
て
、
奉
行
所
の
役
人
に
よ
る
「
素
姓
吟
味
」
が
行
わ
れ
る
乙
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
「
素
姓
吟
味
」
を
受
け
た
の
は
、
オ
シ
ノ
と
い
う
嫁
入
り
前
の
娘
が
生

〈
だ
混
血
児
で
あ
る
。
オ
シ
ノ
は
、
天
野
屋
と
い
う
分
限
者
に
奉
公
し
て
い
た
が
、
身
ι
日
一
に
な

っ
た
乙
と
が
知
れ
て
、
主
家
を
追
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
奉
行
所
の
「
索
姓
吟
味
」
に
よ

っ
て
、
混
血
児
出
産
に
ま
つ
わ
る
オ
シ
ノ
の
ド
ラ
マ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に

一
人
の
人
間
が
、
社
会
生
活
の
上
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
制
度
を
超
え
て
し
ま
う
に
至
る

ド
ラ
マ
で
あ
る
。

オ
シ
ノ
の
相
手
は
、
天
野
屋
に
住
む
「
貧
乏
神
」
と
名
の
る
男
で
あ
た
。
そ
の
貧
乏
神
は
、

オ
シ
ノ
が
天
野
屋
の
伴
忠
三
郎
に
「
懸
想
」
し
て
い
る
乙
と
を
と
が
め
る
。
そ
し
て
、
貧
乏
神

で
あ
る
自
分
の
災
厄
が
天
野
屋
忠
三
郎
に
ふ
り
か
か
る
こ
と
を
留
め
た
い
な
ら
ば
、
自
分
に
オ

ジ
ノ
の
身
を
任
せ
よ
と
告
げ
る
の
で
あ
る
。
オ
シ
ノ
の
自
白
が
終
っ
た
と
き
、
あ
た
り
は
「
す

っ
か
り
日
が
哀
れ
」
、
細
々
と
し
た
明
り
だ
け
が
と
も
さ
れ
て
、
「
ほ
の
陥
」
く
、
宍
、
ぃ
。
そ

し
て
、
「
ま
る
で
泊
り
院
が
乙
こ
に
忍
び
寄
っ
た
気
配
が
濯
っ
て
来
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ

た
り
全
体
が
幻
想
的
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
オ
シ
ノ
の
自
白
の
迫
真
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

取
調
役
人
に
よ
っ
て
、
乙
の
貧
乏
神
な
る
男
が
、
三
宅
島
に
流
さ
れ
て
い
た
「
異
人
」
長

γ

郎
な
る
者
の
な
れ
の
果
て
で
あ
る
と
と
が
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
オ
シ
ノ
が
乙
の
男
を
貧

乏
神
と
信
じ
た
の
は
、
「
金
壷
ま
な
乙
」
を
し
た
男
の
容
貌
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
主
家
の
伴

で
あ
る
忠
三
郎
に
対
す
る
自
分
の
回
山
い
を
言
い
あ
て
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
貧
乏
神
」

は
、
「
各
自
家
に
治
在
し
て
貧
乏
を
も
た
ら
す
」
の
で
あ
る
が
、
「
邸
主
に
も
て
な
さ
れ
る
と
家

円
注
)

の
材
と
な
り
、
福
起
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
」
た
神
で
あ
る
。
オ
シ
ノ
は
、
忠
=
一
郎
の

名
に
俗
が
つ
く
こ
と
を
恐
れ
て
か
、
円
以
後
ま
で
、
自
分
の
思
い
を
奇
定
す
る
が
、
彼
女
が
、
思

う
人
に
ふ
り
か
か
る
は
ず
の
災
厄
を
我
九
月
「
身
に
引
き
受
け
、
自
ら
貧
乏
神
へ
の
人
身
御
供
と

な
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
息
う
人
の
た
め
な
ら
ば
、
乙
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
貧

乏
神
と
交
わ
っ
て
、
ね
休
の
知
れ
ぬ
予
を
宿
す
こ
と
も
辞
さ
な
い
と
い
う
女
の
一
途
さ
で
あ
る
。

そ
の
一
途
さ
か
ら
、
ォ
シ
ノ
は
、
結
果
的
に
、
鎖
国
と
い
う
社
会
の
制
度
を
被
っ
て
し
ま
っ
た

と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
の
一
途
さ
は
、
作
品
「
琵
琶
怒
」
の
シ
ピ
レ
の
場
合
と
同
様
、

現
実
生
活
の
秩
序
を
動
揺
さ
せ
、
打
ち
破
る
一
一
挫
の
エ
、
不
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

作
品
末
尼
に
お
い
て
は
、
オ
シ
ノ
の
白
白
と
取
調
役
人
の
事
実
解
釈
と
が
対
決
す
る
か
た
ち

に
な
っ
て
い
る
。
オ
シ
ノ
の
相
手
が
、
貧
乏
神
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
異
人
長
十
郎
で
あ
る

の
か
が
、
吟
味
さ
れ
る
べ
き
、
円
以
も
霊
安
な
点
と
な
る
。
役
人
は
、
オ
シ
ノ
の
自
自
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
「
通
り
此
を
迫
ひ
出
さ
う
と
す
る
か
の
や
う
に
」
、
そ
の
貧
乏
神
が
長
十
郎
で

あ
る
と
い
う
現
実
的
解
釈
を
申
し
波
し
、
オ
シ
ノ
を
界
人
に
し
よ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
ォ
シ
ノ
は
、
最
後
ま
で
、
「
主
家
が
大
事
と
、
そ
れ
ば
か
り
一
途
に
さ
う
忠
ひ

ま
し
て
、
貧
乏
神
の
お
気
持
に
逆
ら
は
ぬ
や
う
に
お
努
め
い
た
し
ま
し
て
ど
ぎ
り
ま
す
。
乱
倫

の
罪
は
申
し
わ
け
ど
ぎ
り
ま
せ
ぬ
U

と
、
何
か
に
つ
か
れ
た
よ
う
に
一
点
を
見
つ
め
な
が
ら
、

述
ぺ
立
て
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
白
に
、
父
親
は
、
つ
い
に
「
日
汁
鼻
汁
を
な
が
し
て
」
泣
き

出
す
。
そ
れ
は
、
オ
シ
ノ
の
自
自
に
、
事
態
の
現
実
的
解
釈
を
超
え
る
一
つ
の
人
間
的
な
真
実

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
女
の
一
途
な
思
い
の
中
に
あ
る
、
そ
の
真
実
に
よ
っ
て
、
社

会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
、
役
人
の
現
実
的
処
理
の
し
か
た
は
、
結
果
的
に
相
対
化
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
、
乙
の
作
品
は
井
伏
作
品
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
絶
対
に
崩
れ
な
い
と
さ
れ

て
い
た
社
会
の
粋
を
、
被
絞
可
能
な
も
の
と
し
て
、
相
対
化
し
た
乙
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
時
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に
、
こ
れ
ま
で
の
主
人
公
た
ち
と
異
な
り
、
オ
シ
ノ
は
、
社
会
と
い
う
松
柏
か
ら
も
解
放
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の
杯
袷
か
ら
の
解
放
と
関
連
し
て
、
昭
和
十
年
前
後
か
ら
現
わ
れ
る
の
が
、
漂
流
の
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
。
初
期
の
作
品
に
お
け
る
「
屈
託
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
岩
屋
に
閉
じ
込
め

ら
れ
る
H
H
幽
閉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
さ
れ
る
。
そ
れ
が
漂
流
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
化
し
た
こ

と
は
、
開
閉
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
乙
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
そ
の
外
に
ひ
ろ
が
る
果
て
し

も
な
い
世
界
九
、
何
か
を
求
め
て
さ
ま
よ
い
出
し
た
と
い
う
変
化
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
。
そ
れ
は
、
幽
閉
さ
れ
て
い
た
者
に
と
っ
て
絶
対
的
存
在
で
あ
っ
た
岩
屋
|
|
社
会
ー
ー

が
、
相
対
化
さ
れ
始
め
て
い
る
乙
と
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

漂
流
の
イ
メ
ー
ジ
の
現
わ
れ
る
作
品
は
、
作
品
「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
と
作
品
「
ジ
ョ
ン
高
次

郎
漂
流
記
」
で
あ
る
。
「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
は
、
都
を
追
わ
れ
て
西
海
へ
落
ち
の
び
る
平
家
の

公
述
、
知
明
を
主
人
公
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
栄
耀
栄
華
を
極
め
た
自
分
た
ち
の
文

化
を
捨
て
去
り
、
新
し
い
世
界
へ
と
沼
ぎ
出
し
て
行
く
。
し
か
し
、
乙
の
作
品
世
界
に
は
、
洛

闘
の
貴
人
に
つ
き
ま
と
う
感
傷
的
な
匂
い
が
、
色
決
く
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
落
人
た
ち

が
漂
流
に
疲
れ
て
眠
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
は
終
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
ジ
ョ
ン
高
次
都
漂
流
記
」
は
明
る
い
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日

本
は
、
そ
れ
ま
で
の
閉
鎖
的
な
社
会
|
|
鎖
国
体
制
と
、
徳
川
家
を
頂
点
と
す
る
強
固
な
秩
序

休
一
糸
|
ー
が
崩
れ
、
外
か
ら
異
質
な
文
化
が
一
気
に
流
れ
込
ん
で
き
た
、
稀
有
な
社
会
変
革
の

時
代
で
あ
る
。

高
次
郎
は
、
鎖
国
の
時
代
に
そ
の
禁
を
逃
れ
て
海
を
渡
り
、
そ
乙
で
新
世
界
に
出
く
わ
し
て

新
し
い
文
化
を
摂
取
し
た
。
そ
の
う
え
、
彼
は
、
折
良
く
開
国
と
時
を
同
じ
く
し
て
帰
国
し
、

外
国
の
文
化
の
導
入
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

晩
年
の
高
次
郎
に
と
っ
て
、
「
た
だ
一
つ
思
ひ
出
す
だ
に
胸
の
高
鳴
る
悶
望
は
、
捕
鯨
船
を

仕
立
て
遠
洋
に
乗
り
出
し
て
柏
仰
を
追
ひ
ま
は
す
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
高
次
郎
は
、
秩

序
体
系
に
束
科
さ
れ
た
日
常
世
界
の
外
に
憧
れ
る
ロ
マ
ン
テ
イ
ス
ト
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の

怪
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
度
胸
と
才
覚
を
備
え
た
健
康
な
人
間
で
あ
っ
た
と
き
口
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、
高
次
郎
の
場
合
は
、
捕
鯨
技
術
、
そ
の
他
呉
国
の
文
化
を
摂
取
す
る
と
い
う
個
人

的
な
休
放
が
、
同
時
に
社
会
か
ら
も
.
要
望
さ
れ
る
と
い
う
稀
有
な
場
合
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う

怠
味
で
、
「
ジ
ョ
ン
高
次
郎
漂
流
記
」
は
、
社
会
の
変
革
を
先
ん
じ
て
体
験
し
た
人
間
の
物
語

と
言
っ
て
よ
い
。
あ
る
い
は
、
明
治
維
新
と
い
う
社
会
変
革
を
、
維
新
政
府
を
設
立
し
た
幕
末

の
士
山
士
述
の
側
か
ら
で
な
く
、
異
国
文
化
の
導
入
者
と
な
り
、
実
質
的
な
窓
味
で
(
島
国
日
本

が
開
国
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
船
舶
航
行
の
技
術
で
あ
っ

た
。
)
、
社
会
変
革
を
も
た
ら
し
た
一
水
夫
の
側
か
ら
眺
め
た
、
一
つ
の
社
会
変
革
論
と
も
言

え
る
。こ

の
よ
う
に
、
富
次
郎
は
、
広
々
と
し
た
海
三
間
ぎ
出
し
て
、
そ
乙
で
新
し
い
価
値
を
見
出

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
故
国
を
変
革
さ
せ
え
た
人
物
で
あ
り
、
オ
シ
ノ
と
並
ん
で
乙
れ
ま
で
の
作

品
の
流
れ
の
中
に
希
望
の
光
を
も
た
ら
す
理
想
的
人
物
像
と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
十
年
か
ら
ヤ
五
年
ま
で
の
作
品
群
の
な
か
に
は
、
社
会
の
外
へ
捨
て
ら
れ
た
人
問
、
あ

る
い
は
社
会
の
制
度
に
反
逆
を
企
て
る
無
法
者
ぞ
描
い
た
作
品
が
あ
る
。
そ
の
主
人
公
達
は
、

そ
乙
で
、
何
ら
か
新
し
い
生
き
方
を
見
出
し
て
行
く
o

そ
れ
は
、
や
は
り
、
社
会
と
い
う
経
袷

か
ら
の
解
放
を
怠
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
乙
で
は
、
作
品
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
と
作

品
「
円
心
の
行
状
」
を
と
り
あ
げ
る
。

作
品
「
円
心
の
行
状
」
は
、
究
永
の
頃
、
八
丁
峠
に
出
没
し
た
、
坊
主
崩
れ
の
追
剥
の
こ
と

を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。

乙
の
作
品
に
お
い
て
は
、
円
心
の
行
状
記
と
も
見
ら
れ
る
、
黒
駒
村
六
右
桁
門
と
い
う
者
が

呑
き
残
し
た
日
記
が
、
土
台
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
六
右
街
門
と
い
う
の
は
、
当
時
十
七
、
八

才
ぐ
ら
い
の
少
年
で
、
「
円
心
の
と
こ
ろ
九
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
行
き
、
手
留
の
稽
古
か
ら
遂

に
論
語
・
孝
経
・
古
今
集
な
ど
を
学
ん
」
だ
と
い
う
、
円
心
の
弟
子
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。

語
り
手
は
、
乙
の
六
右
符
円
の
日
記
か
ら
適
宜
引
用
し
つ
つ
、
解
説
を
加
え
て
い
く
。
そ
し

て
、
そ
乙
に
表
わ
さ
れ
る
六
右
衛
門
の
円
心
像
、
あ
る
い
は
、
日
記
に
別
の
解
釈
を
し
て
い
る
、

あ
る
好
事
家
の
円
心
抽
出
を
そ
れ
ぞ
れ
相
対
化
し
、
そ
の
う
え
に
、
語
り
手
自
身
の
円
心
像
を
拍

き
あ
げ
て
い
く
。

六
右
符
門
の
日
記
か
ら
す
る
と
、
円
心
と
い
う
人
物
は
、
追
剥
を
し
な
が
ら
生
計
を
た
て
る

一
方
、
十
七
、
八
の
少
年
に
書
物
を
諮
ず
る
と
い
う
生
活
を
し
て
い
た
と
と
に
な
る
。
円
心
は

論
語
の
講
義
の
円
以
中
に
も
、
旅
人
を
つ
か
ま
え
て
追
剥
を
し
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
の
円
心
の
態

度
は
、
「
師
ノ
心
、
厳
ト
シ
テ
霜
雪
ノ
ゴ
ト
シ
、
寸
一
詰
モ
仮
借
ス
ル
ト
コ
ロ
ナ
シ
:
:
:
U
と、

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
円
心
は
、
自
分
が
追
剥
し
た
品
物
を
、
綿
密
に
記
帳
し
て
お
り
、

そ
の
筆
蹟
は
「
見
る
者
み
な
舌
を
巻
く
」
ほ
ど
「
立
派
」
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
円
心
と
い
う
追
剥
は
、
全
く
の
無
頼
の
笠
で
あ
り
な
が
ら
、
一
面
知
的
で
、
凡
帳

面
な
と
乙
ろ
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
「
可
な
り
風
変
り
な
追
剥
」
と
言

一78ー



っ
て
よ
く
、
一
体
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
学
の
あ
る
人
物
が
、
追
剥
に
身
を
溶
と
し
て
い
る
の
か

と
い
う
疑
問
が
当
然
生
じ
る
。

そ
乙
か
ら
、
六
右
街
円
、
好
事
家
、
語
り
手
の
三
人
に
よ
る
、
三
様
の
円
心
品
開
が
描
き
出
さ

れ
て
く
る
。

好
事
家
に
よ
れ
ば
、
六
右
街
門
は
、
円
心
の
不
義
の
子
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
円
心
が

追
剥
を
し
て
い
る
型
由
に
つ
い
て
は
、
「
円
心
が
何
か
兇
忍
な
罪
を
犯
し
た
の
で
、
山
の
中
に

逃
げ
込
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
と
す
る
。
乙
れ
は
、
円
心
が
社
会
か
ら
追
わ
れ

て
、
や
む
な
く
追
剥
に
な
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
い
さ
さ
か
み
じ
め
で
、
不
甲
斐
な
い
円
心
像

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
人
の
人
物
像
と
し
て
、
あ
ま
り
魅
力
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
語
り

手
は
、
実
証
的
な
面
か
ら
こ
の
説
を
否
定
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
六
宕
衛
門
は
、
円
心
が
追
剥
を
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。師

ノ
衆
生
ヲ
仮
借
ス
ル
ナ
キ
ハ
、
衆
生
ノ
悪
ヲ
仮
借
ス
ル
ナ
キ
タ
メ
ナ
リ
。
仏
門
ニ
仰
道

ナ
シ
、
初
門
ニ
仏
道
ナ
シ
。
出
デ
ン
ト
シ
テ
出
デ
難
シ
、
入
ラ
ン
ト
シ
テ
入
リ
難
シ
。

師
ノ
悲
愁
コ
コ
ニ
ア
リ
、
コ
レ
衆
生
ノ
忍
ニ
ヨ
ル
タ
メ
ナ
リ
。
(
傍
線
引
用
者
)

乙
の
中
の
「
仏
門
ニ
一
位
泊
ナ
シ
、
:
:
:
入
ラ
ン
ト
シ
テ
入
リ
難
シ
U

と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、

語
り
手
は
、
円
心
が
仏
門
か
ら
的
門
へ
の
「
転
向
」
を
は
か
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
転
向
は
、
大
き
な
「
困
難
」
に
突
き
当
た
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
「
出
デ
ン
ト
シ

テ
出
デ
難
シ
、
入
ラ
ン
ト
シ
テ
入
リ
難
シ
U

と
い
う
の
は
、
そ
の
「
因
難
」
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
当
時
の
社
会
で
は
、
「
職
業
が
世
間
目
的
に
な
っ
て
」
い
た
か
ら
だ
と
解
釈
さ
れ
る
。

そ
の
社
会
の
状
態
は
、
「
た
と
九
、
は
、
鍛
冶
屋
の
息
子
は
親
父
そ
っ
く
り
の
狛
背
で
あ
る
の
が

適
例
で
あ
っ
た
。
経
師
屋
の
子
は
親
父
そ
っ
く
り
の
青
い
顔
を
し
て
ゐ
る
の
が
お
定
り
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
宿
命
に
近
い
の
で
あ
る
己
と
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
坊
主
の
子
は
、
「
死
ぬ

ま
で
」
坊
主
で
あ
り
、
望
ん
で
も
儒
者
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
乙
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
、
共
同
体
内
部
を
支
配
す
る
生
活
の
秩
序
休
系
で
あ
り
、
円
心

の
「
転
向
」
を
阻
む
、
そ
う
い
っ
た
社
会
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

さ
て
、
「
師
ノ
悲
愁
コ
コ
ニ
ア
リ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
円
心
は
、
仏
門
か
ら
佑
門
九
の
「
転

向
」
を
は
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
困
難
に
突
き
当
た
り
、
「
屈
託
」
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

円
心
は
、
そ
の
「
屈
託
」
し
た
状
態
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
追
剥
九
の
道
を
進
ん
だ
の
か
。
乙
の

解
釈
の
遠
い
に
よ
っ
て
、
六
右
街
円
と
、
「
私
」
と
の
こ
様
の
円
心
像
が
描
き
出
さ
れ
て
く
る
。

六
右
衛
門
は
、
円
心
が
、
「
転
向
」
の
「
困
難
」
を
、
「
衆
生
ノ
悪
」
に
原
因
が
あ
る
た
め
、

つ
ま
り
、
社
会
が
忍
い
か
ら
だ
と
考
え
て
、
そ
の
忍
を
懲
ら
す
た
め
に
追
剥
を
す
る
の
だ
と
考

え
て
い
る
。
乙
の
円
心
像
は
、
妥
い
顔
で
社
会
の
惑
を
成
敗
す
る
辺
俗
小
説
の
英
雄
め
い
た
相

貌
を
お
び
て
お
り
、
い
さ
さ
か
非
現
実
的
で
あ
る
。

乙
の
六
右
衛
門
の
解
釈
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
、
「
ま
だ
年
少
の
六
有
街
門
は
、
そ
の
点
で

円
心
の
悪
事
が
悲
壮
に
、
通
じ
て
ゐ
る
も
の
と
解
釈
し
て
ゐ
た
の
に
ち
が
ひ
な
い
。
反
逆
は
時
に

正
義
と
見
誤
ら
れ
な
い
と
も
限
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
、
乙
の
円
心
像
を
、
六
右
衛
門
の
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
幻
想
が
反
映
し
す
、
ぎ
て
い
る
と
し
て
、
相
対
化
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
語
り
手
は
、
円
心
が
転
向
の
困
難
か
ら
、
「
自
暴
自
来
」
に
陥
っ
て
、
乱

暴
を
働
き
出
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
、
社
会
の
秩
序
と
闘
っ
て
敗

北
し
、
か
え
っ
て
そ
の
秩
序
に
反
逆
を
企
て
、
結
局
社
会
の
枠
外
九
は
み
出
し
て
し
ま
っ
た
、

ひ
と
り
の
無
法
者
と
い
う
円
心
像
が
描
き
出
さ
れ
た
と
と
に
な
る
。
乙
の
円
心
像
は
衆
生
に
忍

を
な
す
こ
と
に
お
い
て
仮
借
な
き
、
骨
太
の
反
逆
児
と
い
う
顔
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
い
っ
た
円
心
的
問
と
同
時
に
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
六
右
符

門
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
円
心
の
反
逆
に
、
何
か
悲
壮
な
も
の
を
見
ょ
う
と
し
、
そ
と

に
「
正
義
」
・
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
そ
乙
に
は
、
乙
の
風
変
り
な
、
知
的
な
相
貌
を
持
つ
鉱
山
法

者
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
か
に
見
え
る
、
多
感
な
「
好
学
一
途
」
の
少
年
の
面
影
が
紡
銚
と
し

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
逆
に
、
少
年
を
夢
中
に
さ
せ
る
ほ
ど
に
、
円
心
が
魅
力
的
な
人

間
で
あ
る
ζ

と
ぞ
表
わ
し
て
も
い
る
。

乙
の
よ
う
に
、
作
品
の
前
半
部
に
お
い
て
、
語
り
手
は
、
社
会
の
秩
序
に
対
す
る
反
逆
児
円

心
と
、
そ
の
無
法
者
に
対
し
て
怪
れ
を
抱
く
一
人
の
少
年
と
を
描
き
出
す
。

さ
て
、
社
会
の
価
値
か
ら
殴
れ
て
し
ま
っ
た
円
心
に
と
っ
て
、
信
じ
ら
れ
る
も
の
と
は
、
一

休
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
彼
が
社
会
の
粋
の
外
で
求
め
る
も
の
と
は
「
休
何
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
「
日
記
全
文
の
五
十
分
の
一
ぐ
ら
ゐ
L

を
「
抜
悲
し
て
来
た
」
と
い
う
い
く

つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
う
ち
、
後
半
部
は
、
こ
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
る
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
論
語
の
談
義
中
に
、
追
剥
を
し
た
円
心
は
、
控
得
し
た
「
ム

ス
ピ
」
六
ツ
の
う
ち
一
伯
を
、
六
右
街
門
に
与
え
た
。
六
右
衛
門
は
、
乙
れ
を
食
べ
た
後
、
「

御
馳
走
サ
マ
デ
ゴ
ザ
リ
マ
シ
タ
」
と
師
に
礼
を
述
ぺ
た
と
乙
ろ
、
円
心
は
非
常
に
怒
り
、
「
ム

ス
ピ
」
は
、
旅
の
者
が
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
自
分
に
礼
を
言
う
と
は
、
自
分
を
瑚

け
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
言
っ
て
、
六
右
衛
門
の
若
衣
を
剥
ぎ
、
そ
の
ま
ま
追
い
返
し
た
。

乙
れ
は
、
円
心
の
一
本
気
な
性
格
の
う
か
が
え
る
持
話
で
あ
る
。
六
右
衛
門
に
す
れ
ば
、
師

へ
の
礼
を
来
た
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
社
会
へ
の
反
逆
を
賞
き
と
お
そ
う
と
す
る
円
心

は
、
社
会
的
な
人
間
関
係
に
ま
つ
わ
る
、
内
実
の
な
い
形
式
的
な
儀
礼
や
約
束
ご
と
に
、
ど
こ

ま
で
も
京
服
す
ま
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
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と
の
後
、
師
か
ら
身
ぐ
る
み
剥
が
れ
た
六
右
衛
門
は
、
母
の
着
物
を
仕
立
て
直
し
て
も
ら

い
、
そ
の
着
物
を
若
て
、
再
び
円
心
の
と
乙
ろ
に
出
か
け
た
。
こ
の
と
き
、
円
心
は
六
右
街
門

の
者
物
を
見
て
、
「
独
リ
額
キ
」
、
何
も
言
わ
ず
に
、
孝
経
の
索
読
を
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、

そ
の
日
に
限
っ
て
、
円
心
は
、
授
業
代
わ
り
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
六
右
街
門
の
弁
当
を
食
べ

な
か
っ
た
。

乙
の
持
活
の
中
で
、
ま
ず
最
も
目
立
つ
乙
と
は
、
六
右
衛
門
の
円
心
に
対
す
る
心
酔
ぷ
り
で

あ
る
。
彼
は
、
円
心
に
身
ぐ
る
み
剥
が
れ
た
と
き
、
か
え
っ
て
、
円
心
の
「
孤
寡
」
の
「
悲
愁
」

を
思
い
や
り
、
自
分
の
「
敵
衣
」
が
、
「
師
ノ
恩
に
削
ユ
ル
ノ
、
万
分
ノ
一
助
」
と
も
な
れ

ば
と
、
円
心
の
仕
打
ち
を
、
喜
ん
で
受
け
入
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
自
分
の
「
恥
衣
」
が
、
汗
ば

ん
で
い
る
こ
と
を
悔
や
ん
で
さ
え
い
る
の
は
、
実
に
け
な
げ
な
、
師
へ
の
思
い
や
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
語
り
手
は
、
円
心
へ
の
、
乙
の
六
右
衛
門
の
思
い
に
つ
い
て
は
、
一
切
言
及
し

て
い
な
い
。
そ
し
て
、
六
お
街
門
が
円
心
を
一
円
び
訪
れ
た
と
き
、
円
心
は
、
な
ぜ
「
独
り
額
」

い
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
の
み
、
集
中
的
に
師
釈
を
加
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
理
由

に
つ
い
て
は
、
「
円
心
は
今
さ
ら
六
右
街
門
の
家
庭
の
つ
つ
ま
し
い
の
に
気
が
つ
い
て
、
独
り

額
い
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
U

と
、
何
や
ら
随
時
跡
な
解
釈
を
加
え
て
は
ぐ
ら
か
し

て
い
る
。

し
か
し
、
乙
の
拍
話
の
中
心
は
、
六
右
符
円
と
円
心
と
の
問
に
と
り
か
わ
さ
れ
た
、
互
い
に

対
す
る
思
い
の
、
暗
黙
の
う
ち
の
や
り
と
り
で
あ
る
と
言
え
る
。
円
心
が
「
独
り
飼
」
い
た
の

は
、
あ
の
よ
う
な
非
道
な
仕
打
ち
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
、
自
分
に
教
え
を
請

い
に
や
っ
て
来
た
こ
の
若
き
弟
子
の
心
に
、
彼
が
心
動
か
さ
れ
た
か
ら
だ
と
し
か
思
え
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
円
心
は
、
そ
の
日
、
弟
子
の
弁
当
を
食
べ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
円

心
は
、
そ
の
日
、
旅
人
を
捕
へ
て
、
「
弁
当
ヲ
乞
ヒ
受
ケ
テ
食
セ
シ
ノ
ミ
」
で
あ
っ
て
、
追
剥

は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
円
心
は
、
自
分
が
追
剥
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
か
っ
、
自
分
を
一
個
の

人
間
と
し
て
肯
定
し
て
く
れ
る
者
に
は
じ
め
て
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
円

心
は
、
自
分
を
否
定
し
て
か
か
る
者
に
は
、
否
定
し
返
す
こ
と
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し

と
こ
で
は
じ
め
て
、
自
分
が
否
定
し
た
相
手
か
ら
、
逆
に
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
体
験
を
し
て
、

彼
は
目
の
醒
め
る
思
い
が
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
乙
に
あ
る
の
は
、
社
会
的
な
立
場
の
遠
い

や
、
価
値
観
の
泣
い
を
超
え
て
存
在
す
る
、
一
何
の
人
間
と
人
間
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
乙

れ
こ
そ
、
円
心
の
求
め
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
乙
に
は
、
悪
人
面
に
隠
さ
れ

た
、
ロ
7

ン
テ
イ
ス
ト
円
心
の
も
う
一
つ
の
顔
が
ほ
の
見
え
る
。

語
り
手
は
、
乙
の
拐
話
を
、
そ
れ
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
読
者
を
巧
妙
に
は
ぐ
ら
か
し

な
が
ら
、
突
に
そ
っ
け
な
い
提
出
の
し
か
た
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
ロ
マ
ン
テ

ィ
ッ
ク
な
内
容
を
提
出
す
る
場
合
の
、
作
者
井
伏
特
有
の
箱
路
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

井
伏
が
、
社
会
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
っ
た
円
心
に
、
最
後
で
美
し
い
世
界
を
聞
い
て
見
せ
、

救
っ
て
い
る
乙
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

作
品
「
円
心
の
行
状
」
は
、
内
容
的
に
作
品
「
『
槌
ツ
ァ
』
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
喧
嘩

し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
乙
と
」
と
よ
く
似
た
作
品
で
あ
る
。
円
心
の
「
転
向
」
を

凹
ん
だ
社
会
の
格
造
、
職
業
が
世
税
制
で
、
宿
命
的
に
定
ま
っ
て
い
る
状
態
は
、
人
の
敬
称
が

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
決
ま
っ
て
お
り
、
「
死
ぬ
ま
で
」
変
わ
ら
な
い
と
い
う
「
私
」
の
生
ま
れ

故
郷
の
村
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
門
か
ら
桁
門
へ
の
転
向
を
は
か
つ
て
失
敗
す
る
円
心
の

「
悲
愁
」
は
、
「
ト
ト
サ
ン
」
「
カ
カ
サ
ン
」
と
い
う
旧
弊
な
呼
び
方
を
、
何
と
か
改
め
た
い

と
思
い
つ
つ
ど
う
し
て
も
で
き
ず
に
い
る
「
私
」
の
「
煩
悶
」
と
等
価
な
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
作
品
「
『
槌
ツ
ァ
』
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
:
:
:
」
に
お
い
て
は
、
「
私
」
は
煩

悶
し
た
ま
ま
終
わ
る
。
し
か
し
、
円
心
は
、
「
悲
愁
」
の
あ
ま
り
反
逆
児
と
な
っ
て
社
会
か
ら

は
み
出
し
た
う
え
、
そ
乙
で
、
美
し
い
世
界
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
作
者
井

伏
の
心
の
拡
大
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
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「
九
ん
ろ
う
宿
」
は
、
代
々
、
そ
の
宿
に
捨
て
ら
れ
た
女
の
嬰
児
の
み
が
成
人
し
て
経
営
す

る
と
い
う
、
風
変
わ
り
な
宿
で
あ
る
。
今
は
、
極
老
、
中
老
、
初
老
の
三
人
の
老
婆
と
、
十
五

と
十
二
ぐ
ら
い
の
女
の
子
と
が
、
そ
の
宿
を
経
営
し
て
い
る
。

棄
児
と
い
う
の
は
、
そ
の
存
在
が
何
ら
か
社
会
の
制
度
に
抵
触
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
両
親

の
も
と
で
育
て
ら
れ
る
と
い
う
社
会
一
般
の
今
活
形
態
の
中
に
存
在
す
る
乙
と
を
許
さ
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
、
そ
の
外
へ
来
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
子
供
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
の
制
度

に
は
、
非
人
間
的
な
一
面
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
者
に
対
し
て
は
、
非
情
な
も
の
と
な

る
。
彼
女
迭
は
、
「
乙
の
家
で
育
て
て
も
ら
う
た
恩
が
九
し
に
、
初
め
か
ら
後
家
の
つ
も
り
で

嫁
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
ま
た
浮
気
の
や
う
な
乙
と
は
、
ど
う
し
て
も
し
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
。

そ
れ
は
、
自
分
遠
の
存
在
を
拒
否
し
た
社
会
の
制
度
の
中
九
は
入
る
ま
い
と
い
う
決
意
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
、
制
度
に
対
す
る
激
し
い
抵
抗
の
姿
勢
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、
作
品
内
で
は
、
彼
女
述
が
棄
児
さ
れ
た
理
由
に
は
、
全
く
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
。
「
わ
た
し
は
五
十
年
も
ま
へ
に
来
て
ら
れ
た
嬰
児
で
、
親
の
料
簡
が
わ
か
る
わ
け
は

あ
り
ま
せ
ん
き
に
は
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
女
達
の
そ
う
い
っ
た
生
き
方
ゃ
、
「
え

え
歩
で
も
御
覧
な
さ
い
ま
せ
。
百
石
お
の
宝
船
の
夢
で
も
見
た
が
よ
ど
ぎ
い
ま
す
ら
う
」
と
「



豪
華
」
な
乙
と
を
言
う
老
婆
ゃ
、
同
じ
机
に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
る
「
な
か
な
か
利
口
さ
う
な
」

二
人
の
女
の
子
の
イ
メ
ー
ジ
全
休
が
、
彼
女
述
の
担
命
の
一
段
に
隠
さ
れ
た
非
情
な
現
実
に
対
す

る
、
彼
女
淫
自
身
の
芯
殺
せ
ぬ
抵
抗
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
乙
に
は
、
「
ど
の
や
う
に
も
私
ら
は
、
な
る
や
う
に
し
か
な
ら
ん
で
あ
り
ま
せ
う
。
所

詮
は
、
昆
は
カ
ゼ
で
す
が
な
U

と
い
う
よ
う
に
、
制
度
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
屈
託
し
て
い

る
人
間
の
弱
さ
は
微
毘
も
な
い
。
乙
の
作
品
に
は
、
社
会
の
外
へ
出
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
社
会
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
て
し
ま
っ
た
人
間
の
、
一
一
刊
の
茨
快
感
が
あ
ふ
れ
で
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
十
年
か
ら
十
五
年
ま
で
の
作
品
の
中
心
的
主
題
は
、
人
間
は
社
会
の
制

度
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
生
活
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
人
悶
認
識
に
基
い
て
、
様
々
な
時

代
の
生
活
の
一
場
面
を
さ
り
と
り
、
そ
と
に
現
わ
れ
た
制
度
と
人
問
と
の
関
わ
り
を
拙
く
乙
と

に
あ
っ
た
と
一
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
社
会
と
登
場
人
物
と
の
関
わ
り
方
の
遣
い
に

よ
っ
て
、
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
は
、
社
会
の
外
九
出
ょ
う
と
す
る
が
、
結
局
社
会
か

ら
の
圧
力
に
負
け
て
し
ま
う
も
の
、
第
こ
に
は
、
社
会
の
中
に
い
た
者
が
、
そ
の
社
会
を
相
対

化
し
て
し
ま
う
ま
で
を
拙
い
た
も
の
、
第
三
に
は
、
社
会
に
背
を
向
け
て
、
社
会
か
ら
は
み
出

し
た
者
が
、
そ
こ
に
新
し
い
人
生
や
価
値
を
見
出
す
も
の
、
で
あ
る
。

乙
れ
ら
三
つ
の
妥
素
は
、
十
年
か
ら
十
五
年
を
中
心
に
、
ほ
ぼ
同
時
的
に
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
乙
の
順
序
に
登
場
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
乙
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

混
沌
と
し
た
作
品
の
群
れ
の
中
か
ら
、
乙
の
三
つ
の
袈
索
を
引
き
出
し
、
そ
乙
に
一
定
の
方
向

づ
け
を
行
な
っ
て
み
る
と
、
作
者
井
伏
が
、
初
期
の
屈
託
し
た
状
態
か
ら
次
第
に
脱
出
し
て
行

く
過
程
を
、
そ
こ
に
認
め
る
乙
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
自
由
を
束
縛
す
る
社
会
と
い

う
も
の
の
存
在
に
拘
泥
し
て
い
た
人
間
が
、
そ
の
状
態
か
ら
解
放
怠
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。

そ
乙
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
人
間
性
を
歪
め
て
し
ま
う
社
会
と
い
う
も
の
が
持
つ
非
情
な
面

市
対
す
る
批
判
の
目
だ
と
一
吉
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
社
会
の
目
的
刊
を
超
え
て
存
在
す
る
し
川

情
や
人
間
の
意
志
の
強
さ
等
を
見
出
す
乙
と
に
よ
っ
て
、
井
伏
は
、
そ
の
呪
符
か
ら
解
き
放
た

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

- 81ー

注

『
日
本
民
俗
事
典
』

(
大
塚
民
俗
学
会
編
、
弘
文
堂
)
。




