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こ
の
間
或
る
必
要
か
ら
大
変
お
く
れ
ば
せ
に
石
坂
洋
次
郎
氏
の
「
若
い
人
」
上
下
を
通
読
し
た
。
こ
の

作
品
が
二
三
年
前
非
常
に
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
今
日
石
川
達
三
氏
の
「
結
婚
の
生
態
」
が

ひ
ろ
く
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
対
比
し
て
み
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
現
象
の
う
ち
に
全
く
異
う
要
素

を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
興
味
ふ
か
く
感
じ
た
。
「
若
い
人
」
が
一
般
に
読
ま
れ
た
要
素
の
一
つ
に
は
、

「
結
婚
の
生
態
」
が
今
日
よ
ま
れ
て
い
る
要
素
と
同
じ
種
類
の
も
の
も
あ
る
。
ご
く
つ
づ
め
た
言
葉
で
そ

れ
を
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
と
表
現
す
る
と
、
「
若
い
人
」
が
『
三
田
文
学
』
に
連
載
さ
れ
や
が
て
一
般

の
興
味
を
ひ
き
つ
け
た
時
代
に
は
、
そ
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
も
、
少
女
か
ら
脱
け
よ
う
と
し
て
い
る
特
異

な
江
波
の
生
命
の
溢
れ
た
姿
態
の
合
間
合
間
が
間
崎
を
と
ら
え
る
心
理
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
皮
膚
に

じ
っ
と
り
と
し
た
も
の
を
漲
ら
せ
つ
つ
も
作
者
の
意
識
は
作
品
と
し
て
そ
の
虚
々
実
々
を
執
拗
に
芸
術
と

し
て
描
き
出
そ
う
と
力
一
杯
の
幻
想
も
駆
使
し
て
い
る
。

　
ち
ょ
う
ど
生
命
の
行
動
性
が
文
学
の
上
で
云
わ
れ
た
り
、
人
間
ま
る
む
き
の
姿
と
い
う
も
の
が
求
め
ら

れ
て
い
た
時
期
に
石
坂
氏
の
努
力
は
文
学
そ
の
も
の
の
在
り
よ
う
と
し
て
や
は
り
当
時
の
気
持
に
触
れ
た

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ろ
う
と
肯
か
れ
る
。
文
学
作
品
と
し
て
、
そ
し
て
通
俗
性
に
も
ひ
ろ
が
っ
た
作
品
と
し

て
、
石
坂
氏
の
今
日
の
一
連
り
の
作
品
の
先
駆
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
文
学
の
領
野
で
、
芸
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術
作
品
と
通
俗
作
品
と
の
区
別
が
作
家
の
感
覚
の
う
ち
に
保
た
れ
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
苦
悩
は
芸
術
と

し
て
の
作
品
を
生
も
う
と
す
る
意
図
の
上
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
石
坂
氏
の
作
品
は
、
作
家
と
し

て
の
意
図
で
は
芸
術
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
、
純
文
学
に
ふ
れ
つ
つ
、
作
家
的
本
質
の
或
る
通
俗
な

持
ち
も
の
で
い
つ
し
か
純
文
学
が
通
俗
作
品
へ
大
幅
に
す
べ
り
込
む
に
到
っ
た
日
本
文
学
の
或
る
歴
史
の

道
を
拓ひら
い
て
い
る
点
が
、
今
日
顧
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
石
川
氏
の
現
在
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て
み
る
と
、

も
う
文
学
の
感
覚
と
し
て
、
芸
術
作
品
と
通
俗
作
品
と
の
源
泉
的
相
異
の
自
覚
が
喪
わ
れ
て
、
そ
の
喪
わ

れ
て
い
る
こ
と
の
感
覚
さ
え
な
く
出
現
し
て
い
る
作
家
で
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
石
坂
氏
の
「
若
い
人
」
で
も
う
一
つ
興
味
を
も
っ
て
感
じ
た
の
は
、
終
り
で
、
江
波
と
肉
体
を
近
づ
け

た
後
の
間
崎
の
敗
北
に
足
並
を
そ
ろ
え
て
遁
走
し
て
い
る
作
者
の
姿
で
あ
っ
た
。
江
波
と
初
め
て
そ
う
い

う
い
き
さ
つ
に
立
っ
た
と
こ
ろ
を
、
「
次
の
夜
彼
等
は
お
互
の
愛
を
誓
い
合
っ
た
」
と
い
う
一
行
で
だ
け

か
い
て
避
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
印
象
に
の
こ
る
。
そ
れ
ま
で
の
筆
致
の
自
然
な
勢
と
傾
向
と
を
、
そ
こ

で
は
体
を
堅
く
し
て
踏
ん
ば
っ
て
そ
れ
だ
け
に
と
ど
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て
、
愛
を
誓
い
あ
っ
た
、

と
い
う
表
現
が
何
か
全
体
の
雰
囲
気
か
ら
よ
そ
よ
そ
し
く
浮
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
逆
に
作
者
が
そ

の
よ
う
な
相
愛
の
情
景
を
、
愛
の
濤
と
し
て
は
描
け
な
い
自
身
の
感
覚
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
描

け
な
い
も
の
と
し
て
わ
き
ま
え
る
常
識
と
そ
の
常
識
の
故
に
間
崎
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
も
、
「
痴
人
の
愛
」
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の
芸
術
的
陶
酔
と
し
て
白
光
灼
々
と
ま
で
は
燃
焼
し
き
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　
こ
の
一
篇
の
長
篇
の
終
り
は
、
遁
走
の
曲
で
結
ば
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
向
き
を
か
え
周
囲
を
描
い

て
い
じ
っ
て
来
た
江
波
か
ら
、
作
者
は
つ
い
に
常
識
人
で
あ
る
間
崎
と
と
も
に
橋
本
先
生
に
つ
か
ま
っ
て

逃
げ
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
あ
れ
だ
け
の
小
説
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
、
作
者
が
、
主
人
公
を

東
京
へ
逃
が
す
こ
と
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
の
を
、
非
常
に
面
白
く
思
っ
た
。
小
説
と
し
て
は
そ
れ
で
何

に
も
し
め
く
く
り
に
な
っ
て
い
な
い
わ
け
だ
の
に
、
困
っ
た
作
者
は
、
一
応
間
崎
を
橋
本
先
生
と
東
京
へ

落
し
て
や
っ
て
、
一
息
を
つ
い
て
い
る
。
作
者
が
、
何
か
遠
い
地
方
住
居
の
日
常
で
東
京
へ
行
っ
て
し
ま

っ
た
間
崎
の
後
姿
を
感
じ
て
い
る
感
じ
か
た
を
、
面
白
く
思
っ
た
。
自
分
の
愛
す
る
若
者
も
と
う
と
う
東

京
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
境
遇
の
絶
対
の
変
化
を
自
分
に
云
い
き
か
す
地
方
の
娘
の
心
理
と

通
じ
る
も
の
が
全
く
そ
こ
に
な
い
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
が
途
方
に
く
れ
る
と
、
よ
く
主
人
公
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ー
へ
旅
立
た
せ
て
し
ま
う
。
東

京
暮
し
の
作
家
は
同
様
の
場
合
、
と
か
く
軽
井
沢
だ
と
か
ア
ル
プ
ス
だ
と
か
を
思
い
浮
べ
る
ら
し
い
。
そ

し
て
、
多
く
の
場
合
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
作
家
と
し
て
の
降
服
の
旗
じ
る
し
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て

い
る
。

「
若
い
人
」
の
終
り
に
し
ろ
、
そ
の
本
質
は
同
じ
で
あ
る
が
、
ず
っ
と
終
り
ま
で
読
み
、
本
を
伏
せ
、
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「
麦
死
な
ず
」
「
闘
犬
図
」
そ
の
他
の
作
品
に
あ
っ
た
空
気
を
思
い
お
こ
し
、
つ
づ
い
て
こ
の
頃
の
石
坂

氏
の
短
篇
に
あ
る
空
気
を
思
い
合
わ
せ
た
と
き
、
こ
の
作
者
の
こ
れ
ま
で
の
作
品
の
世
界
の
色
合
い
、
雰

囲
気
と
地
方
で
の
生
活
と
い
う
も
の
と
が
、
案
外
に
深
い
血
肉
性
で
作
用
し
あ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
ら
れ
て
来
た
。

「
麦
死
な
ず
」
と
い
う
作
品
に
ふ
れ
て
の
評
の
な
か
で
、
或
る
時
代
の
地
方
に
お
け
る
文
化
の
あ
り
よ
う

を
、
こ
の
作
者
が
つ
よ
く
描
い
て
い
る
と
云
っ
た
の
は
窪
川
鶴
次
郎
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
こ
と
も
思

い
出
さ
れ
た
が
、
あ
の
作
品
に
対
し
て
作
者
の
態
度
に
そ
う
い
う
立
て
前
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
は
当
時
も

肯うべ
なわ
れ
な
か
っ
た
。
今
に
な
っ
て
思
え
ば
「
麦
死
な
ず
」
に
し
ろ
、
題
材
や
テ
ー
マ
に
対
す
る
作
者
の
態

度
に
、
客
観
的
な
意
味
で
の
地
方
に
お
け
る
文
化
の
或
る
時
代
へ
の
批
判
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
あ
あ
い
う
調
子
で
あ
の
作
品
が
書
か
れ
た
そ
の
こ
と
全
体
に
こ
そ
、
地
方
の
文
化
と
い
う
も

の
の
性
格
の
濃
度
が
滲
み
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

「
若
い
人
」
に
で
も
、
そ
の
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。
ひ
ろ
く
て
深
い
柔
か
い
蠢
う
ご
めい
て
い
る
周
囲
の
文
化
的

な
暗
さ
の
中
に
、
一
点
明
る
い
灯
と
し
て
作
者
も
そ
の
中
に
い
る
狭
い
生
活
環
境
が
あ
っ
て
、
ま
わ
り
の

暗
さ
は
一
層
そ
の
明
る
さ
の
環
内
で
の
人
々
の
輪
廓
を
鮮
明
に
き
わ
立
た
せ
、
そ
の
動
き
を
や
や
誇
大
し

た
重
要
さ
で
感
覚
さ
せ
、
そ
の
意
味
で
は
強
烈
に
く
っ
き
り
と
し
て
い
る
か
ら
、
ぐ
る
り
闇
に
か
こ
ま
れ
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て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の
判
断
の
世
界
に
も
確
信
は
つ
よ
く
、
だ
が
独
善
に
座
り
が
ち
で
あ
る
と
い
う
、

そ
の
よ
う
な
も
の
が
、
石
坂
氏
の
作
品
の
か
つ
て
の
世
界
、
或
は
雰
囲
気
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
先
頃
『
文
芸
』
の
「
青
春
狂
想
曲
」
と
い
う
短
篇
を
よ
ん
で
、
東
京
住
居
に
な
っ
て
か
ら
の
石
坂
氏
の

作
品
の
空
気
の
変
化
に
注
意
を
ひ
か
れ
た
。
何
か
非
常
に
薄
く
な
っ
て
、
乾
燥
し
て
、
根
が
出
て
し
ま
っ

て
い
る
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
。
生
活
に
安
定
が
出
来
た
か
ら
と
し
て
、
教
師
時
代
の
作
者
の
精
神
の
張

り
を
求
め
て
い
る
評
言
も
あ
っ
た
。
し
か
し
只
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
複
雑
な
、
微
妙
な
、
植

木
で
云
え
ば
植
え
代
え
の
と
き
の
む
ず
か
し
さ
の
よ
う
な
も
の
が
、
今
の
こ
の
作
家
に
存
在
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
云
っ
て
み
れ
ば
、
雪
も
深
々
と
つ
も
り
、
ぐ
る
り
の
人
は
作
者
の
水
準
か
ら
み
れ

ば
愚
か
し
く
も
親
愛
に
め
い
め
い
の
生
存
の
線
を
太
く
ひ
っ
ぱ
っ
て
暮
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
根
を
こ
い

で
来
た
都
会
で
は
、
舗
道
を
荒
っ
ぽ
く
洗
っ
て
流
れ
る
雨
と
風
と
に
、
根
の
土
も
洗
わ
れ
る
感
覚
で
、
作

品
の
世
界
の
幻
想
を
作
者
自
身
本
気
に
出
来
な
い
よ
う
な
落
付
か
な
さ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ

る
地
味
で
は
深
か
っ
た
根
も
、
こ
こ
で
は
そ
の
深
さ
が
役
に
立
た
ず
よ
り
多
く
の
露
出
と
な
っ
て
結
果
し
、

枯
れ
る
モ
メ
ン
ト
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
文
化
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
で
も
い
う
よ
う
な
も

の
の
極
め
て
血
液
的
な
い
き
さ
つ
で
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
は
何
と
な
し
関
心
に
の
こ
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
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大
陸
文
学
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
、
内
地
の
作
家
が
大
陸
へ
行
っ
て
も
の
を
か
く
。
大
陸
で
の
見
聞
を

書
く
。
だ
が
そ
れ
で
大
陸
の
文
学
で
あ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
の
文
学
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
文
学
、
ど
れ
も
文
体

そ
の
も
の
の
血
肉
の
中
に
大
き
い
陸
地
の
上
に
生
き
て
歴
史
を
営
ん
で
い
る
人
間
の
或
る
感
じ
の
特
徴
を

脈
う
た
せ
て
い
る
と
い
う
感
銘
は
誰
に
と
っ
て
も
否
定
し
得
ま
い
と
思
う
。

　
こ
の
こ
と
も
何
と
な
し
心
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。

　
そ
こ
へ
、
六
月
『
文
芸
』
で
中
村
武
羅
夫
氏
の
「
文
学
の
地
方
分
散
」
と
い
う
感
想
を
読
ん
で
、
更
に

一
つ
の
も
の
を
加
え
ら
れ
た
心
持
が
し
た
。

　
従
来
文
学
が
中
央
へ
ば
か
り
集
っ
て
し
か
も
そ
こ
で
類
型
化
し
衰
弱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
昨
今
、

文
学
の
地
方
分
散
の
情
勢
が
招
来
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
朝
鮮
・
満
州
な
ど
の
文
学
的
動
勢
に
対
す
る

中
央
の
文
壇
の
関
心
を
見
て
も
、
九
州
文
学
、
関
西
文
学
な
ど
の
活
溌
さ
を
見
て
も
、
将
来
の
文
学
に
多

極
性
と
豊
富
さ
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
大
い
に
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
旨
は
、
同
感
で
あ
る

と
思
う
。
特
に
素
材
主
義
の
文
学
が
正
当
な
成
長
を
と
げ
得
な
い
社
会
的
な
理
由
に
ふ
れ
て
、
こ
の
こ
と

が
云
わ
れ
て
い
る
の
も
注
意
を
惹
か
れ
る
。
火
野
葦
平
、
上
田
広
と
い
う
よ
う
な
作
家
た
ち
が
都
会
生
活

に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
故
郷
で
も
と
か
ら
の
職
業
に
復
し
て
、
そ
の
上
で
文
学
の
仕
事
を
し

て
ゆ
く
態
度
へ
の
筆
者
の
肯
定
も
理
解
さ
れ
る
。
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そ
し
て
、
「
若
い
人
」
「
麦
死
な
ず
」
そ
の
他
か
ら
今
日
の
石
坂
氏
の
作
家
と
し
て
の
東
京
で
の
あ
り

よ
う
を
考
え
、
地
方
生
活
と
作
家
の
成
長
と
の
関
係
を
思
っ
て
い
た
折
か
ら
、
自
分
と
し
て
は
、
こ
こ
に

石
坂
氏
と
背
中
あ
わ
せ
の
形
で
作
家
と
し
て
の
火
野
氏
や
上
田
氏
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
地
方
性
と
文
学
と

の
問
題
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
農
民
作
家
の
文
学
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
農
民
文
学
云
々
と
喧
伝
さ
れ
る
初
め
か
ら
、
恐
ら
く

多
く
の
人
々
が
、
永
年
の
都
会
住
居
で
揉
ま
れ
た
揚
句
の
農
民
作
家
と
し
て
の
再
出
現
に
対
し
て
或
る
疑

問
を
抱
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
手
軽
く
今
度
は
南
洋
へ
と
い
う
風
に
動
く
の
も
、
文
学

の
必
然
の
稀
薄
さ
の
あ
ら
わ
れ
と
云
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
農
民
の
生
活
を
描
こ
う
と
す
る
作
家
は
、
み

ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
故
郷
の
田
舎
に
一
人
の
農
民
と
し
て
の
日
々
を
暮
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
作
品
を
か
い
て

行
っ
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
と
思
え
る
し
、
そ
れ
が
い
い
に
ち
が
い
は
な
い
け
れ
ど
も
、
い
ざ
実
行
し
て
見
る

と
そ
こ
に
沢
山
の
困
難
が
横
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
佐
々
木
一
夫
氏
と
い
う
農
村
の
生
活
を
書
い
て
い
る

若
い
作
家
の
実
際
を
傍
か
ら
み
て
も
、
そ
の
困
難
の
複
雑
さ
を
教
え
ら
れ
た
。
農
業
そ
の
も
の
の
方
法
か

ら
日
本
で
は
極
度
に
人
力
が
要
求
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
上
現
代
の
社
会
経
済
に
対
抗
し
て
生
計
を
立
て
て

ゆ
く
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
多
角
な
経
営
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
。
主
人
の
労
力
は
昼
夜
の
わ
か
ち

な
く
求
め
ら
れ
て
、
農
繁
期
に
机
に
向
う
こ
と
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な
い
。
冬
ご
も
り
の
期
間
に
ど
う
や
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ら
継
続
的
に
文
学
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
、
ず
っ
と
辺
鄙
な
地
方
で
の
生
活
は
文

化
的
な
雰
囲
気
と
い
う
も
の
に
欠
け
て
い
て
、
そ
の
点
で
の
い
い
刺
戟
を
求
め
る
心
持
の
激
し
さ
は
、
や

は
り
東
京
へ
、
と
い
う
思
い
に
駆
り
立
て
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
誰
も
彼
も
、
文
学
へ
の
立
志
と
上
京
と
を
結
び
つ
け
て
行
動
さ
れ
て
来
た
の
は
、
こ
こ
の

動
機
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
え
る
。
都
会
の
も
っ
て
い
る
文
化
と
地
方
の
生
活
の
中
に
あ
る
文
化
と
の
落
差

は
、
は
た
で
一
口
に
云
え
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
深
刻
に
存
在
し
て
い
る
。
都
会
の
文
化
の
中
に
人

間
の
精
神
を
強
め
る
も
の
と
殺
戮
す
る
も
の
と
が
あ
る
と
お
り
、
地
方
の
文
化
の
な
か
に
は
別
の
形
で
そ

の
根
づ
よ
さ
そ
の
伝
統
の
力
で
、
人
間
の
精
神
を
生
か
し
ま
た
殺
す
も
の
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
文
学
の
地
方
分
散
の
傾
向
が
、
こ
の
面
で
大
き
く
文
化
的
な
積
極
の
作
用
を
あ
ら
わ
し
、
土
着
の
生
活

的
な
文
学
を
創
り
出
し
て
ゆ
く
刺
戟
、
鼓
舞
と
な
れ
ば
、
そ
こ
で
こ
そ
中
村
氏
の
感
想
に
云
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
文
学
の
豊
饒
へ
の
道
が
つ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
火
野
葦
平
氏
を
か
こ
ん
で
の
『
九
州
文
学
』
は
一
つ
の
活
溌
な
息
づ
き
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
思
え

る
が
、
文
学
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
目
ざ
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
九
州
と
い
う
今
日
の
日
本
に
あ
っ
て
意
味

深
長
な
地
方
に
お
け
る
現
代
生
活
の
歴
史
を
、
そ
の
文
学
に
つ
く
り
出
し
て
ゆ
く
た
め
の
土
着
の
動
力
と

し
て
の
価
値
高
い
任
務
の
自
覚
に
在
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
央
の
文
壇
の
関
心
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
の
本
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質
も
そ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
沖
仲
仕
の
元
じ
め
と
し
て
の
作
家
火
野
の
生
活
の
感
情
と
い
う
も
の
も
、
こ
の
意
味
か
ら
は
な
か
な
か

興
味
が
あ
る
と
思
う
。
沖
仲
仕
と
い
う
職
業
、
そ
の
職
業
で
の
伝
統
、
そ
の
伝
統
に
あ
る
感
情
と
い
う
も

の
は
、
職
業
の
も
た
ら
す
性
格
と
い
う
一
点
で
は
、
各
地
方
に
分
散
す
る
同
じ
職
業
者
の
心
理
、
情
緒
と

相
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
う
な
ず
け
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
職
業
の
歴
史
的
な
内
容
か

ら
お
の
ず
と
生
じ
て
い
る
感
情
の
角
度
に
お
い
て
も
、
大
同
小
異
と
云
え
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
職

業
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
感
情
の
傾
き
、
そ
の
波
一
般
で
は
、
地
方
土
着
の
文
学
の
素
質
を
決
定
す
る
も
の

と
な
ら
な
い
。

　
単
に
郷
土
的
意
味
で
、
そ
こ
か
ら
一
人
代
議
士
が
出
る
と
、
村
の
有
志
は
皆
年
に
一
度
ず
つ
そ
の
代
議

士
の
ひ
き
で
東
京
見
物
を
す
る
こ
と
に
な
る
実
際
が
、
文
学
以
前
の
こ
と
で
あ
る
の
も
自
明
で
あ
る
。

　
地
方
に
分
散
し
て
何
か
の
力
を
も
つ
作
家
や
グ
ル
ー
プ
が
、
真
に
文
学
と
し
て
分
散
し
て
存
在
す
る
本

質
の
価
値
を
活
か
す
た
め
に
は
、
職
業
に
関
し
て
も
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
感
情
の
一
般
性
に
自
然
発

生
に
た
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
の
全
体
と
の
い
き
さ
つ
と
し
て
、
特
に
或
る
地
方
の
社
会
的
現
実
が

そ
の
職
業
の
部
面
に
加
え
て
い
る
調
子
の
具
体
性
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
う
。
地
方
生
活
か

ら
の
題
材
の
特
異
性
が
、
別
の
意
味
で
の
素
材
主
義
に
陥
る
こ
と
を
ふ
せ
ぐ
の
は
、
歴
史
の
全
体
か
ら
そ
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の
局
面
の
特
殊
性
が
つ
か
ま
れ
て
こ
そ
可
能
だ
ろ
う
。
地
方
的
な
テ
ム
ペ
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
も
の
が
旧
来

ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ア
と
呼
ば
れ
た
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
文
学
に
活
か
さ
れ
る
健
全
な
可
能
も
、
や
は
り

一
応
は
そ
の
テ
ム
ペ
ラ
メ
ン
ト
を
つ
き
は
な
し
て
広
い
空
気
に
当
て
て
み
ら
れ
る
力
を
予
定
し
て
の
上
で

の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
中
央
の
文
壇
の
関
心
と
い
う
も
の
も
、
ち
が
っ
た
地
味
で
の
変
種
の
速
成
栽
培
へ
の
興
味
め
い
た
も
の

で
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
と
思
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
吸
収
さ
れ
る
率
で
だ
け
、
地
方
に
分
散
す
る
文
学

の
創
造
力
の
意
味
が
計
ら
れ
て
も
悲
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
文
学
の
将
来
性
へ
の
希
望
と
し
て
真
面
目
に

み
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
地
方
分
散
の
問
題
は
、
日
本
の
文
化
の
あ
り
よ
う
の
多
面
な
立
体
的
な
諸
角
度

か
ら
着
実
に
追
求
さ
れ
、
究
明
さ
れ
、
客
観
的
な
自
身
の
歴
史
の
意
味
を
も
思
い
ひ
そ
め
て
、
自
他
と
も

に
扱
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
更
に
日
本
の
文
学
が
文
芸
思
潮
と
い
う
も
の
を
喪
っ
た
ま
ま
動

い
て
来
て
い
る
こ
の
数
年
来
の
実
情
に
沈
潜
し
て
思
い
を
致
せ
ば
、
今
日
文
学
に
地
方
分
散
の
傾
向
の
見

え
は
じ
め
た
こ
と
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
要
素
が
、
ど
ん
な
に
錯
雑
し
た
過
程
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
も

深
く
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
中
村
氏
に
よ
っ
て
文
学
中
央
集
権
の
崩
壊
と
云
わ
れ
て
い
る
現
象
は
、

文
学
の
こ
と
と
し
て
云
え
ば
つ
ま
り
は
一
貫
し
た
影
響
を
も
つ
文
芸
思
潮
の
崩
壊
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
今
日
で
は
、
都
会
で
の
米
、
味
噌
、
水
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
見
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
と
云
っ
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て
も
、
あ
な
が
ち
文
学
と
全
く
無
縁
な
も
の
と
笑
殺
さ
れ
切
ら
ぬ
と
こ
ろ
も
現
実
の
相
貌
の
こ
わ
い
面
白

さ
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
七
月
〕
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