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小
倉
の
仮
居
処
で
あ
る
大
門
か
ら
休
日
の

午
後
散
策
に
出
た
。周
辺
で
由
緒
あ
り
そ
う

な
お
宮
へ
と
先
ず
は
到
津
八
幡
神
社
を
目
ざ

し
た
が
、途
中
で
道
に
迷
っ
て
一
時
間
以
上
を

要
し
た
。地
名
の
由
来
は「
津（
港
）に
到
る
」

で
、古
代
に
こ
の
辺
り
の
海
岸
に
到
着
し
た
方

は
神
功
皇
后
だ
っ
た
と
の
言
い
伝
え
が
残
る
。

そ
れ
に
因
み
ご
祭
神
は
皇
后
が
お
産
み
に
な
っ

た
、の
ち
の
応
神
天
皇
を
祀
る
。

帰
路
小
高
い
丘
に
鎮
座
す
る
愛
宕
神
社
に

参
拝
し
、百
三
十
段
余
り
の
石
階
を
降
り
た

先
の
大
通
り
に
出
た
所
で「
菜
園
場
窯
跡
」の

表
示
を
見
つ
け
た
。こ
の
一
帯
は
小
倉
藩
の

農
園
が
営
ま
れ
た
名
残
を
地
名
に
留
め
て
い

る
。読
み
方
は「
さ
え
ん
ば
」。そ
こ
の
文
化
財

は
、二
代
目
藩
主
細
川
忠
利
の
命
に
よ
り
築
か

れ
た
焼
物
窯
跡
で
あ
る
。豊
臣
秀
吉
に
仕
え

た
初
代
藩
主
の
細
川
忠
興
が
、朝
鮮
出
兵
の

折
に
陶
工
尊
楷
を
連
れ
帰
っ
て
陶
磁
器
を
焼

か
せ
た
の
が
始
ま
り
ら
し
い
。「
お
楽
し
み
窯
」

と
い
う
名
も
残
っ
て
お
り
、藩
主
自
ら
趣
味
の

陶
芸
に
勤
し
ん
だ
と
伝
わ
る
。

現
地
の
説
明
板
に
よ
る
と
、「
焚
口
と
四
つ

の
焼
成
室
を
持
ち
、
全
長
は
1
6
・
6
m
で

す
。第
一
室
と
第
二
室
は
消
滅
し
て
い
ま
す
が
、

第
三
室
の
一
部
と
第
四
室
の
天
井
の
一
部
、
火

入
れ
部
や
煙
道
な
ど
が
良
好
に
残
っ
て
お
り

福
岡
県
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
…
本
窯
か
ら
の
出
土
遺
物
は
上
質
の

土
を
用
い
た
茶
碗
、
茶
入
れ
、
水
指
な
ど
の

茶
の
湯
に
使
わ
れ
る
高
級
な
陶
器
、
白
磁
な

ど
が
多
く
発
見
さ
れ
ま
し
た
」。

近
世
初
頭
の
窯
と
し
て
は
残
存
状
態
が
よ

く
、
焼
き
物
の
試
験
場
的
特
徴
も
備
え
た
大

変
貴
重
な
遺
跡
と
の
こ
と
。
や
が
て
志
明
館

の
生
徒
た
ち
に
も
、
地
域
学
習
の一
環
で
訪
れ

さ
せ
た
い
。

（
追
記
）
愛
宕
神
社
百
三
十
段
の
石
階
は

小
倉
藩
士
惣
右
衛
門
の
二
十
五
年
に
亘
る
募

金
活
動
の
賜
物
と
顕
彰
さ
れ
て
い
た
。
引
き

続
き
志
明
館
の
寄
付
を
募
る
我
々
の
鑑
と
首

を
垂
れ
た
。

（
勇
）

碑
の
こ
こ
ろ
（12）

「
今
号
は
『
神
功
皇
后
特
集
』
だ
っ
た
ん

だ
な
」

そ
う
思
わ
れ
た
読
者
も
少
な
く
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
い
い
え
、
こ
れ
が
全
く
の

偶
然
な
の
で
す
。

寄
稿
い
た
だ
く
原
稿
に
つ
い
て
、
も
ち

ろ
ん
、
最
初
に
コ
ー
ナ
ー
の
テ
ー
マ
、
コ

ン
セ
プ
ト
は
著
者
と
一
緒
に
設
定
を
決
め

ま
す
が
、
号
ご
と
の
内
容
に
関
し
て
は
書

き
手
に
お
任
せ
し
て
い
ま
す
。
編
集
を
担

当
す
る
ぼ
く
は
「
最
初
の
読
者
」
と
し
て
、

「
ど
ん
な
原
稿
に
仕
上
が
っ
て
い
る
の
か
」

と
胸
を
と
き
め
か
せ
な
が
ら
目
を
通
し
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
今
回
は
驚
き
ま
し
た
。

「
な
ん
で
み
な
さ
ん
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う

に
神
功
皇
后
な
の
？
」
と
。

神
功
皇
后

―
言
わ
ず
と
知
れ
た
古
代

日
本
の
ヒ
ロ
イ
ン
。
容
姿
端
麗
な
お
姫
様

で
あ
り
な
が
ら
、
絵
画
に
描
か
れ
る
お
姿

の
多
く
は
、
刀
剣
や
弓
を
持
っ
た
女
武
将
、

女
将
軍
の
い
で
立
ち
で
す
。
し
か
も
、
三

韓
征
伐
（
新
羅
征
討
説
話
）
の
際
に
は
亡

き
夫
で
あ
る
仲
哀
天
皇
を
思
い
、
男
髪
に

し
て
戦
を
決
意
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
萌
え

ず
し
て
、
何
に
萌
え
よ
う
か
。

さ
ら
に
、
船
出
す
る
と
風
の
神
、
波
の

神
の
助
け
を
得
る
無
敵
の
サ
イ
キ
ッ
ク
と

い
う
一
面
を
見
せ
、
の
ち
の
応
神
天
皇
の

後
見
と
な
っ
て
か
ら
は
、
反
乱
を
鎮
め

な
が
ら
大
和
王
権
を
確
立
し
て
い
く
大
政
治

家
と
な
る
。
い
や
あ
、
推
し
要
素
が
あ
り

す
ぎ
て
困
る
く
ら
い
の
、
唯
一
無
二
の
Ｓ

Ｓ
Ｒ（
ス
ー
パ
ー
ス
ペ
シ
ャ
ル
レ
ア
）
キ
ャ

ラ
で
す
。

寺
子
屋
モ
デ
ル
が
あ
る
、
こ
こ
福
岡
は

そ
ん
な
神
功
皇
后
ゆ
か
り
の
地
が
山
ほ
ど

あ
り
ま
す
。

だ
の
に
！
な
ん
と
も
残
念
な
こ
と
に
、

福
岡
で
暮
ら
す
人
々
の
神
功
皇
后
の
認
知

度
は
と
て
も
低
い
の
で
す
。

こ
れ
は
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
。

今
号
が
神
功
皇
后
ブ
ー
ム
の
き
っ
か
け
に

な
る
こ
と
を
祈
り
な
が
ら
、
編
集
作
業
に

打
ち
込
み
ま
し
た
。

（
元
木
哲
三
）

編

集

余

録

水
崎

　之
子

神
功
皇
后
の
願
い
を
叶
え
た「
叶
ヶ
嶽
」

8〝
あ
ち
こ
ち
de
寺
子
屋〝

の
ご
案
内

11

碑
の
こ
こ
ろ

（12）

　編
集
余
録

12
T
E
R
A
K
O
Y
A
ふ
ぉ
と
れ
ぽ
ー
と

10

占
部

　賢
志

橋
を
架
け
る
⑧

6

白
濱

　
　裕

教
育
雑
感
⑪

3

山
口

　紗
世

偉
人
レ
ポ
ー
ト

4

じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

た
き
ぐ
ち

こ
う
べ

い
と
う
づ

山
内

　圭
司

鳥
飼
八
幡
宮
ー
ゆ
か
り
の
名
士
た
ち（
第
五
回
）

神
功
皇
后
さ
ま
②

9

山
口

　秀
範

巻
頭
言
『
新
紙
幣
』
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「
新
紙
幣
」

巻頭言

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

　
新
米
校
長
と
し
て
小
国
高
校
で
の
二
年

間
の
勤
務
を
終
え
、平
成
二
十
一
年
四
月
、

熊
本
市
北
郊
に
位
置
す
る
県
立
大
津
高

校
に
赴
任
し
ま
し
た
。同
校
は
、旧
制
中

学
か
ら
数
え
て
今
年
で
百
一
年
目
を
迎
え

る
伝
統
校
で
、全
国
的
に
は
サ
ッ
カ
ー
の
強

豪
校
と
し
て
知
ら
れ
、ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日

本
代
表
や
多
く
の
Ｊ
リ
ー
ガ
ー
を
輩
出
し

て
い
ま
す（
昨
年
度
、全
国
高
校
サ
ッ
カ
ー

選
手
権
大
会
準
優
勝
）。

  

赴
任
早
々
、生
徒
た
ち
に「
德
体
知
」の

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
人
間
に
成
長
し
て
ほ

し
い
と
の
願
い
を
込
め
て
、「
凡
事
徹
底
」

に
加
え「
文
武
両
道
日
本
一
」と
い
う
学
校

目
標
を
定
め
ま
し
た
。「
文
武
両
道
」を

追
求
し
、「
德
体
知
」を
供
え
た
全
人
教

育
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
何
も
特
別

な
こ
と
で
は
な
く
、学
校
教
育
に
お
い
て

不
易
の
価
値
で
す
。

　
そ
こ
で
、式
典
等
折
あ
る
ご
と
に
生
徒
・

職
員
に
対
し
て
、「
毎
日
の
生
活
に
お
い
て

凡
事
を
疎
か
に
せ
ず
当
た
り
前
の
こ
と
を

当
た
り
前
に
実
践
し
、高
い
志
を
も
っ
て

学
業
に
励
み
、心
身
を
鍛
え「
文
武
二
兎

を
追
う
」こ
と
で
、日
本
一
を
目
指
し
て
ほ

し
い
。人
間
性
を
欠
い
た〝
青
白
き
秀
才
〞

も〝
粗
野
な
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
〞も
本
校
の
求

め
る
生
徒
像
と
は
程
遠
い
。日
本
一へ
の
第
一

歩
は
、豊
か
な
人
間
性
と
礼
儀
礼
節
を
わ

き
ま
え
文
武
に
秀
で
た〝
サ
ム
ラ
イ
〞の
育

成
に
あ
り
」と
訴
え
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
一
流
に
触
れ
る
」こ
と
で
、「
肖
る

べ
き
人
物
」を
発
見
す
る
機
会
を
生
徒
に

提
供
す
べ
く
、在
勤
三
年
の
間
に
様
々
な

方
を
招
聘
し
、生
徒
に
親
し
く
語
り
か
け

て
貰
い
ま
し
た
。そ
の
際
、公
立
学
校
の
宿

命
と
し
て
高
額
な
講
演
料
を
支
払
う
予

算
が
な
い
中
で
、い
か
に「
こ
れ
は
」と
い
う

人
物
を
招
聘
す
る
か
に
腐
心
し
ま
し
た
。

結
局
、個
人
的
人
脈
や
様
々
な
人
と
の
ご

縁
を
辿
っ
て
、私
自
ら
手
紙
等
で
講
演
の
趣

旨
を
説
き
、素
晴
ら
し
い
講
師
に
講
演
料

の
多
寡
で
は
な
く「
志
」で
快
諾
し
て
頂
け

た
の
は
幸
運
な
こ
と
で
し
た
。

　
中
で
も
、本
誌
新
年
号
の
山
口
秀
範
氏

と
の
対
談
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、フ
ィ
リ
ッ

ピ
ン・ル
バ
ン
グ
島
か
ら
生
還
さ
れ
た
小
野

田
寛
郎
氏
に
よ
る
、生
徒
保
護
者
や
町
民

約
千
人
を
前
に
し
た「
人
は
一
人
で
は
生
き

ら
れ
な
い
」と
題
す
る
講
演
は
、次
の
よ
う

な
感
想
文
を
読
む
と
生
徒
に
鮮
烈
な
印

象
を
与
え
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
今
日
の
講
演
は
と
て
も
感
激
し
ま
し
た
。

今
で
も
戦
友
と
話
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
っ
て
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。戦
友

と
笑
い
合
っ
た
り
、話
し
た
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
い
る
小
野
田
さ
ん
は
、す
ご
く
戦
友
を

大
切
に
思
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し

た
。戦
争
中
は
水
も
ろ
く
に
飲
め
ず
、食
べ

物
も
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。戦
友
が
一
人
ず

つ
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
の
を
経
験
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
沢
山
の
こ
と
を
学
ん
で
お
ら
れ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。『
人
は
一
人
で
は
生

き
ら
れ
な
い
』と
い
う
言
葉
は
、沢
山
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。み
ん
な
の
協
力
、信
頼
が
積
み
重
な
っ

て
人
は
成
り
立
っ
て
い
く
ん
だ
と
感
じ
ま

し
た
。日
本
の
た
め
に
戦
っ
て
、日
本
の
た
め

に
亡
く
な
っ
た
人
々
に
は
感
謝
で
一
杯
で

す
。こ
れ
か
ら
社
会
に
貢
献
で
き
る
人
に

な
る
た
め
に
、自
分
の
目
標
を
決
め
て
進

路
を
考
え
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。自
分
一

人
で
は
な
く
仲
間
と
社
会
に
貢
献
で
き
る

よ
う
に
な
り
た
い
で
す
」（
3
年
女
子
）

　
後
日
談
と
し
て
、翌
年
、靖
国
神
社
に
昇

殿
参
拝
し
た
折
、た
ま
た
ま
小
野
田
氏
か

ら
声
を
か
け
ら
れ
、昼
食
を
ご
馳
走
に
な

り
な
が
ら
色
々
お
話
を
伺
う
中
で
、お
送

り
し
た
生
徒
の
感
想
文
に
触
れ
ら
れ
、「
熱

心
に
聞
い
て
も
ら
っ
て
嬉
し
か
っ
た
」と
の

お
言
葉
を
頂
い
た
こ
と
は
、講
演
を
企
画

執
筆
者
紹
介
　
■
白
濱
　
裕（
し
ら
は
ま
　
ひ
ろ
し
）

昭
和
二
十
七
年
、熊
本
県
八
代
市
生
ま
れ
。熊
本
県
立
済
々
黌

高
等
学
校
、熊
本
大
学
法
文
学
部
法
科
卒
業
。平
成
二
十
四
年

三
月
、熊
本
県
立
大
津
高
等
学
校
長
を
最
後
に
定
年
退
職
。（
公

益
社
団
法
人
）国
民
文
化
研
究
会
参
与
。

　
誰
も
が
安
心
し
て
通
貨
を
流
通
出
来
る
の

は
国
家
が
そ
の
有
効
性
を
保
障
し
て
い
る
か

ら
な
の
で
す
。国
が
い
い
加
減
だ
と
と
ん
で
も

な
い
事
が
起
き
ま
す
。か
つ
て
在
住
し
た
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
で
、そ
の「
と
ん
で
も
な
い
事
」に

遭
遇
し
ま
し
た
。

　
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
通
貨
ナ
イ
ラ
の
紙
幣
は
手
垢
ま
み
れ
で

異
臭
を
放
ち
、出
来
れ
ば
触
り
た
く
な
い
と
い
う
代
物
で
す
。

勤
務
し
た
１
９
８
０
年
当
時
、建
設
労
務
者
の
殆
ど
は
銀
行

口
座
な
ど
持
た
ず
、毎
月
の
給
料
日
に
は
経
理
事
務
所
を

厳
重
警
備
し
ス
タ
ッ
フ
の
徹
夜
作
業
で
八
百
人
分
を
袋
詰
め

し
ま
し
た
。

　
三
年
半
後
、任
務
完
了
し
て
出
国
間
も
な
い
頃
に
、ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
政
府
が
紙
幣
の
一
新
を
発
表
し
た
と
の
記
事
を
英
国

の
新
聞
で
見
か
け
ま
し
た
。後
日
、ま
だ
同
国
に
残
っ
て
い
た

元
同
僚
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、政
府
は
全
て
の
新
紙

幣
を
発
行
し
終
わ
る
と
突
然
国
境
を
閉
鎖
し
た
上
で
、期
限

を
定
め
て
旧
紙
幣
と
の
交
換
を
実
施
し
、そ
の
翌
月
を
以
て
旧

紙
幣
の
無
効
宣
言
を
発
し
ま
し
た
。

　
上
記
建
設
労
務
者
の
う
ち
給
与
の
高
い
監
督
職
や
技
能
工

の
多
く
は
、近
隣
の
ガ
ー
ナ
な
ど
か
ら
の
出
稼
ぎ
で
し
た
。周
辺

国
に
比
し
て
安
定
し
て
い
る
ナ
イ
ラ
に
は
人
気
が
集
ま
り
、

彼
ら
も
タ
ン
ス
預
金
と
し
て
保
有
し
て
い
た
の
で
す
。そ
れ
が

一
夜
の
う
ち
に
紙
屑
と
帰
し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、随
分
乱
暴

な
国
家
運
営
で
す
。

　
聖
徳
太
子
を
か
つ
て
の
一
万
円
札
の
顔
と
し
て
馴
染
ん
で

い
る
生
徒
た
ち
に
、「
聖
徳
太
子
の
お
札
だ
っ
て
今
も
お
金
と
し

て
使
え
る
よ
」と
安
心
さ
せ
、日
本
の
国
の
信
用
は
そ
ん
な
所

か
ら
も
世
界
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
伝
え
ま
し
た
。

お
札
の
顔
の
真
価

　
七
月
の
寺
子
屋（
偉
人
伝
）授
業
は
一
学
期
で
習
っ
た
偉
人

の
復
習
で
す
。校
歌
に
登
場
す
る
聖
徳
太
子
・
吉
田
松
陰
・

千
利
休
・
蒙
古
襲
来
を
阻
止
し
た
武
士
た
ち
に
加
え
て
二
宮

金
次
郎
と
今
回
の
二
人
、合
計
七
人
に
出
会
っ
た
訳
で
、や
が
て

生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が「
肖
り
た
い
偉
人
」を
胸
中
に
抱
く
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

　
二
学
期
に
は
五
千
円
札
、一
万
円
札
の
顔
新
旧
を
学
ぶ
と

予
告
す
る
と
、今
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。二
十
年

に
一
度
の
国
家
事
業
を
利
用
し
な
が
ら
人
物
を
通
し
て
我
が

国
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
い
う
絶
好
の
学
び
の
機
会
を
、な
ぜ

ど
の
学
校
も
む
ざ
む
ざ
と
逃
し
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。と
に

か
く
教
科
書
に
沿
っ
て
授
業
す
る
と
い
う
公
立
の
教
育
を
抜
本

的
に
変
革
し
な
い
限
り
、子
供
の
心
を
豊
か
に
す
る「
脱
線
」は

望
め
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　
授
業
の
準
備
に
当
た
っ
て
紙
幣
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
る
と
、改

め
て
聖
徳
太
子
の
存
在
感
の
大
き
さ
を
再
認
識
し
ま
す
。他
の

人
物
は
確
か
に
あ
る
時
代
の
あ
る
分
野
を
リ
ー
ド
し
た
偉
人
に

は
違
い
な
い
の
で
す
が
、日
本
と
い
う
国
の
運
命
を
一
身
に
担
っ

た
と
い
う
存
在
は
太
子
を
措
い
て
見
出
し
難
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
大
陸
か
ら
の
新
文
明
が
滔
々
と
流
入
す
る
中
で
、日
本
人
本

来
の
国
民
性
を
失
う
こ
と
な
く
東
洋
文
明
と
の
融
合
を
図
り
、

「
十
七
条
憲
法
」に
民
族
の
指
針
を
示
し
た
偉
業
を
再
認
識

す
る
た
め
に
も
、や
が
て
二
万
円
札
或
い
は
５
万
円
札
の
顔
と
し

て
再
登
場
を
切
望
し
ま
す
。

　
そ
の
聖
徳
太
子
に
比
肩
す
る
方
あ
り
と
せ
ば
、唯
一
明
治

天
皇
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。時
代
は
千
年
余
隔
た

り
ま
す
が
、外
来
文
明

―
今
回
は
西
洋
文
明

―
奔
流
の

中
で
独
立
を
堅
持
し
て
近
代
化
を
遂
げ
た
明
治
と
い
う
時
代

の
指
導
的
人
格
と
し
て
、世
界
に
誇
る
べ
き
偉
人
は
何
と
言
っ
て

も
明
治
天
皇
で
し
ょ
う
。

　
将
来
い
つ
か
、聖
徳
太
子
と
明
治
天
皇
を
頂
点
に
各
界
各
時

代
の
偉
人
た
ち
が
登
場
す
る
新
紙
幣
が
発
表
さ
れ
る
時
こ
そ
、

日
本
人
が
自
ら
の
歴
史
と
民
族
性
を
再
自
覚
し
て
世
界
へ
の

貢
献
を
一
層
高
め
る
時
代
の
幕
開
け
と
な
る
で
し
ょ
う
。そ
の
日

ま
で
、先
ず
は
子
供
た
ち
に
偉
人
の
魅
力
を
語
り
続
け
て
行
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

千
円
札
の
顔

　

　
二
十
年
ぶ
り
に
お
札
の
顔
が
交
代
し
ま
す
。そ
れ
に
因
み

「
志
明
館
」の
寺
子
屋
授
業
で
、新
旧
千
円
札
の
顔

―
野
口

英
世
と
北
里
柴
三
郎

―
を
紹
介
し
ま
し
た
。１・２
年
生
共

に
偉
人
二
人
の
名
を
知
る
子
は
残
念
な
が
ら
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、病
原
菌
の
発
見
と
治
療
に
一
生
を
捧
げ
た
医
学
者
と
い

う
共
通
点
も
あ
り
、こ
ん
な
偉
い
人
が
お
札
に
な
る
ん
だ
と
い

う
こ
と
に
は
心
動
か
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
但
し
七・八
歳
に
は
長
い
時
間
の
観
念
は
な
く
、百
年
前
に
亡

く
な
っ
た
人
と
い
う
実
感
は
持
て
な
い
の
で
す
が
、一
方
偉
人
の

遺
し
た
言
葉
に
は
い
つ
も
敏
感
に
反
応
し
ま
す
。

「
忍
耐
は
辛
し
、さ
れ
ど
そ
の
実
は
甘
し
」（
野
口
英
世
）、「
君
、

人
に
熱
と
誠
さ
え
あ
れ
ば
何
事
で
も
達
成
す
る
よ
」（
北
里
柴

三
郎
）を
大
声
で
唱
和
し
つ
つ
、「
忍
耐
」、「
熱
」、「
誠
」を
彼
ら

の
生
活
体
験
に
も
踏
み
込
み
つ
つ
理
解
を
促
し
ま
す
が
、電
気

や
ガ
ス
の
な
い
暮
ら
し
、外
国
へ
一
ヶ
月
か
け
て
船
で
行
く
こ
と

や
、英
世
の
家
の
極
貧
ぶ
り
も
想
像
す
ら
出
来
ま
せ
ん
。そ
れ
で

も
時
に
は
我
慢
す
る
こ
と（
忍
耐
）で
、そ
れ
ま
で
苦
手
だ
っ
た

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
理
解
し
た
り
、好
き
な
こ
と
を

や
り
続
け
る
ワ
ク
ワ
ク
感（
情
熱
）と
周
り
の
友
達
へ
の
思
い
遣

り
を
持
て
ば（
誠
）一
緒
に
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
の
は
日
頃
の

外
遊
び
で
経
験
済
み
で
す
。

通
貨
発
行
と
国
の
威
信

　
子
供
た
ち
は
意
外
に
保
守
的
な
面
を
持
っ
て
お
り
、紙
幣
が

代
わ
る
と
聞
く
と
今
流
通
し
て
い
る
千
円
札
に
愛
着
を
覚
え
る

よ
う
で
す
。「
旧
い
お
札
が
無
く
な
る
の
は
嫌
だ
」と
言
う
の
で
、

「
新
し
く
な
っ
て
も
今
ま
で
の
お
札
も
ず
っ
と
使
え
る
よ
」と
説

明
す
る
と
少
し
安
心
し
ま
す
。白

濱

　裕

教
育
雑
感
⑪

　
　
　
　〜
一
流
に
触
れ
る

し
て
良
か
っ
た
と
の
思
い
と
共
に
忘
れ
ら
れ

な
い
思
い
出
で
す
。

　
そ
の
他
、熊
本
出
身
の
蟻
田
功
氏（
元

W
H
O
天
然
痘
根
絶
本
部
長
）に
よ
る
感

染
症
の
実
態
や
天
然
痘
根
絶
へ
の
日
本
の

国
際
貢
献
に
つ
い
て
の
ご
講
演
、ま
た
、台

湾
修
学
旅
行
の
事
前
学
習
と
し
て
企
画
し

た
、金
美
齢
氏
に
よ
る
台
湾
の
歴
史
と
日

台
交
流
の
意
義
に
つ
い
て
の
ご
講
演
は
、

「
内
向
き
志
向
」に
陥
り
が
ち
な
生
徒
に

と
っ
て
、「
世
界
の
中
の
日
本
」を
考
え
る
視

点
を
示
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、本
誌
主
宰
の
山
口
秀
範
氏
や

小
柳
左
門
氏（
国
立
病
院
機
構
・
都
城
病

院
名
誉
院
長
）に
は
、我
が
国
の
歴
史
伝
統

と
日
本
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
語
っ
て
頂

き
、日
本
人
と
し
て
の
誇
り
と
祖
国
へ
の
愛

情
を
養
う
機
縁
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ら

の
講
演
が
、生
徒
達
の
心
の
糧
と
な
っ
て
、

志
を
立
て
る
機
縁
と
な
っ
た
と
し
た
ら
本

望
で
す
。

か
ら

あ
や
か
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