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夏 

文

一
 

大
谷
派
慈
善
の
系
譜

3 

慈
善
の
は
じ
ま
り
と
真
宗
大
谷
派

明
治
維
新
以
降
の
慈
善
の
歴
史
を
み
て
み
る
と
、
わ
が
国
の
近
代
化(
資
本
主
義
形
成
の
時
代)

と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
社
会
・
経 

済
構
造
が
大
き
く
変
化
し
、
そ
れ
に
連
動
し
て
生
活
の
基
盤
で
あ
る
家
族
制
度(

大
家
族
制
、
家
父
長
制)

ま
で
も
根
こ
そ
ぎ
変
わ
っ
て 

い
く
状
況
で
あ
っ
た
。
不
安
な
世
上
を
反
映
し
て
犯
罪
が
多
発
し
、
貧
困
に
よ
る
棄
児
、
日
清
戦
争
に
よ
る
孤
児
な
ど
が
生
ま
れ
た
。
こ 

れ
ら
は
構
造
の
歪
み
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
象
に
対
し
て
家
族
、
地
域
社
会
は
防
御(
隣
保
相
扶)

す
る
機
能
を
失
い 

か
け
て
い
た
。
「慈
善
」

の
は
じ
ま
り
は
人
々
が
支
え
あ
う
生
き
方(

隣
保
相
扶)

を
失
い
か
け
た
明
治
維
新
と
い
う
変
革
期
に
は
じ
ま
っ 

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
様
子
は
横
山
源
之
助
の
『
日
本
の
下
層
社
会
』
に
描
写
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
深
く
関 

わ
っ
て
、
救
済
を
必
要
と
す
る
人
々
を
援
助
す
る
方
法
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
が
初
期
の
慈
善
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
時
代
状
況
か
ら
の
必 

要
性
も
あ
っ
て
、
に
わ
か
に
慈
善
が
広
が
っ
た
。
こ
の
時
代
は
「慈
善
の
時
代
」
と
い
わ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
 

慈
善
は
救
済
す
る
側
か
ら
次
の
よ
う
な
区
分
が
さ
れ
て
い
る
。

宗
教
的
立
場
や
篤
志
家
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
を
「慈
善
」' 

政
治 

的
立
場
か
ら
の
窮
民
政
策
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
「慈
恵
」
、

人
道
主
義
的
な
立
場
か
ら
生
ま
れ
た
「博
愛
」
と
分
け
ら
れ
て
い
る
。

慈
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善
の
時
代
は
幸
徳
秋
水
等
の
急
進
的
社
会
主
義
者
の
天
皇
暗
殺
計
画
と
、
こ
れ
を
機
に
政
府
の
思
想
弾
圧
政
策
が
強
行
さ
れ
た
「大
逆
事 

件
」

一
九
一
〇(

明
治
四
三)

年
ま
で
を
「慈
善
の
時
代
」
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
事
件
ま
で
は
自
由
な
ス
タ
イ
ル
で
救
済
事
業
、
 

社
会
の
あ
り
方(

社
会
主
義
、
社
会
改
良
主
義
思
想)

が
模
索
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
急
進
的
な
社
会
改
革
思
想
も
醸
成
さ
れ
た
の 

で
あ
る
が
、
事
件
を
機
に
政
府
は
強
硬
な
姿
勢
で
思
想
を
排
除
し
て
い
っ
た
。
政
府
は
犯
罪
の
防
止
、
犯
罪
者
の
感
化
を
強
く
打
ち
出
し 

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

れ

が

「大
逆
事
件
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
を
「感
化
救
済
事
業
」
の
時
代
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 

ま
た'

「慈
善
」
と

「慈
善
事
業
」
で
は
慈
善
と
い
う
場
合
は
広
く
慈
善
事
業
を
含
ん
で
い
る
場
合
と
、
事
業
と
し
て
組
織
化
す
る
以
前
の 

未
組
織
の
不
定
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
行
為
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
。

ま
た
、
慈
善
か
ら
感
化
救
済
事
業
の
時
代
へ
移
る
理
由
に
は
、
底
辺
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
明
治
維
新
に
よ
っ
て
徳
川 

幕
藩
体
制
下
の
封
建
制
は
す
べ
て
崩
れ
た
。
ま
た
、

一
方
庶
民
の
生
活
も
徐
々
に
確
実
に
変
化
し
て
い
た
。
庶
民
の
生
活
基
盤
が
最
終
的 

に
破
綻
す
る
ま
で
は
明
治
の
約
三
十
〜
四
十
年
を
必
要
と
し
た
。
家
族
の
変
容(

大
家
族)

と

崩

壊(

家
父
長
制)

な
ど
は
、
い
ま
だ
に 

深
刻
な
問
題
と
し
て
続
い
て
い
る(

現
在
核
家
族
は
全
体
の
六
十％

を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る)

。

か
つ
て
、
封
建
体
制
の
も
と
で
、
農
業
生
産
と
不
可
分
に
で
き
上
が
っ
た
地
域
社
会(
隣
保
制)

、
家

族(

大
家
族' 

家
父
長
制)

の
な 

か
で
人
々
は
自
衛
の
策
と
し
て
隣
保
相
扶
を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
。
維
新
後
は
数
々
の
基
盤
の
変
化
を
受
け
な
が
ら
生
活
、
生
産
手
段
の 

弱
体
化
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
農
民
は
明
治
維
新
後
も
新
た
な
一
握
り
の
地
主
に
よ
っ
て
管
理
支
配(

地
租
改
正)

さ
れ 

る
こ
と
に
な
っ
た
。
生
活
を
変
容
す
る
要
因
は
日
清
戦
争
一
八
九
四(

明
治
二
七)

年
後
の
第
一
次
産
業
革
命
期
に
は
じ
ま
る
。
産
業
革 

命
を
契
機
に
社
会
・
経
済
形
態
が
変
貌
し
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
大
量
の
底
辺
層
を
産
み
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

一
面
か
ら
い
え 

ば
資
本
主
義
体
制
が
確
立
す
る
た
め
に
は
低
廉
な
大
量
の
労
働
力
を
必
要
と
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
次
々
に
生
ま
れ
る
新
し
い
社
会 

・
経
済
問
題(

都
市
化
に
と
も
な
う
ス
ラ
ム
の
問
題
、
低
廉
労
働
と
生
活
苦
、
小
作
農
の
生
活
苦)

で
あ
る
。
社
会
・
経
済
の
発
展
に
よ 

っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
問
題
を
母
と
し
て
、
慈
善
は
そ
の
子
と
し
て
産
み
落
と
さ
れ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
問

題
(

資
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本
主
義
の
成
長)

の
拡
大
を
一
身
に
引
き
受
け
て
し
だ
い
に
成
長
し
た
の
が
慈
善(

慈
善
救
済
事
業)

で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九〇

ハ
(

明 

治
四
一)

年
の
恐
慌
、

一
九
一
〇(

明
治
四
三)

年
の
関
東
大
水
害
が
起
き
る
に
至
っ
て
は
慈
善(

私
的
福
祉)

で
は
救
済
で
き
か
ね
る 

状
況
が
起
き
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
慈
善(
私
的
慈
善)

は
感
化
救
済
事
業(

公
的
福
祉)

へ
組
み
込
ま
れ
て
い
く
経
過
を
た
ど
る
こ
と
に 

な
る
。
そ
の
時
代
の
一
連
の
政
府
の
施
策
は
一
九
〇
八(

明
治
四
一)

年
感
化
救
済
事
業
講
習
会
の
開
催
に
は
じ
ま
り
、
同
年' 

中
央
慈 

善
協
会
の
設
立
、

一
九
一
ー(

明
治
四
四)

年
恩
賜
財
団
済
生
会
の
設
立
な
ど
政
府
主
導
で
こ
れ
ら
の
事
業
は
進
め
ら
れ
た
。
 

慈
善
の
最
盛
期
は
な
か
で
も
仏
教(

檀
信
徒' 

僧
侶
、
寺
院
、
教
団)' 

キ
リ
ス
ト
教(

牧
師
、
神
父' 

教
会
、
教
団)

が
競
っ
て
慈
善 

を
起
こ
し
た
。
こ
の
時
期(

特
に
慈
善
救
済
施
設
の
な
か
で
多
い
の
が
育
児
院
、
感
化
院
、
盲
教
育
施
設)

数
々
の
新
し
い
事
業
が
起
き 

た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
慈
善(

宗
教
慈
善)

段
階
の
萌
芽
期
を
迎
え
て
い
る
。
大
谷
派
に
お
い
て
も
慈
善
と
の
関
わ
り
は
明
治
の
早 

い
時
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
最
も
早
い
時
期
の
も
の
に
大
谷
派
の
僧
侶
が
監
獄
の
受
刑
者
に
対
し
て
監
獄
教 

誨
を
行
っ
た
も
の
が
あ
る
。
わ
が
国
の
監
獄
教
誨
の
は
じ
め
の
も
の
で
、
そ
の
足
跡
を
吉
田
久
一
編
集
の
「
日
本
近
代
社
会
事
業
年
表
」
 

(
『改
訂
増
補
版
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
下
』
所
収)

に
た
ど
っ
て
み
る
と
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

一
ハ
七
二(

明
治
五)

年
の
七
月
に
は
大
谷
派
乗
西
寺
、
鵜
飼
啓
潭
が
名
古
屋
監
獄
で
監
獄
教
誨
を
は
じ
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
わ
が 

国
の
監
獄
教
誨
の
疇
矢
は
箕
輪
對
岳
と
さ
れ
た
い
る
。
そ
の
箕
輪
對
岳
は
福
井
県
大
野
市
最
勝
寺
に
生
ま
れ' 

同
仰
明
寺
の
養
子
と
な
っ 

た
人
で' 

一
九
七
二(

明
治
五)

年
に
は
教
部
省
が
設
置
さ
れ
た
お
り
本
山
の
命
を
受
け
出
仕
し
た
経
歴
が
あ
る
。
箕
輪
對
岳
は
着
任
早 

々
に
大
谷
光
瑩
に
対
し
て
監
獄
教
誨
を
願
い
出
て
い
る
。
同
年
大
谷
派
箕
輪
對
岳
の
本
山
へ
の
建
議(

本
願
寺/

教
部
省
！
東
京
府
！
司 

法
卿)

し
た
の
が
受
け
入
れ
ら
れ' 

そ
れ
を
契
機
に
仏
教
各
宗
派' 

神
官
に
よ
っ
て
豊
多
摩
監
獄
の
監
獄
教
誨
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
 

一
八
七
三(

明
治
六)

年
に
は
大
谷
派
定
得
寺
、
湛
霊
に
よ
っ
て
熊
本
監
獄
の
監
獄
教
誨
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
監
獄
教
誨 

は
先
頭
を
切
っ
て
大
谷
派
が
手
が
け
た
事
業
で
あ
る
。
ま
た
、
各
宗
派
に
呼
び
か
け
て
監
獄
教
誨(

宗
教
教
誨)

の
端
緒
を
つ
く
っ
て
い 

る
。
し
か
し
、
監
獄
教
誨
が
監
獄
界
の
中
で
認
め
ら
れ
る
時
代
は
明
治
三
〇
年
の
半
ば
で
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
草
創
期
は
苦
難
の
道
を
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歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
吉
田
久
一
は
こ
の
時
期
を
監
獄
教
誨
の
第
一
期
と
し
、
教
誨
師
が
獄
師
か
ら
も
厄
介
視
さ
れ' 

ま
た
、
 

教
誨
の
実
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
時
期
と
し
て
い
る
。

ま
た' 

監
獄
教
誨
そ
の
も
の
の
質
の
向
上
は
巣
鴨
監
獄
教
誨
師
事
件
後' 

一
八 

九

八
(

明
治
三
一)

年
に
浅
草
別
院
に
開
設
す
る
教
導
講
習
院
の
開
設
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

明
治
五
〜
六
年
は
近
代
的
政
府
の
草
創
期
で
混
沌
と
し
た
な
か
で
増
え
た
犯
罪
を
背
景
に
監
獄
教
誨
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
大
谷
派
で
は 

開
拓
者
の
箕
輪' 

鵜
飼
を
モ
デ
ル
に
大
谷
派
の
僧
侶
は
監
獄
教
誨
と
い
う
活
動(

布
教)

を
展
開
し
て
い
く
，
監
獄
教
誨
は
社
会
事
業
史 

の
な
か
で
は
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
大
谷
派
教
団
内
で
は
特
殊
布
教(

軍
隊
布
教
な
ど
と
同
じ
く)

と
考
え
る
も
の
と
、
 

慈
善
事
業
や
感
化
救
済
事
業
と
考
え
る
立
場
と
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
教
団
と
し
て
は
慈
善
事
業
を
起
こ
し
た
り' 

慈
善
事
業
へ
多
額
の
寄
附
を
行
な
っ
て
い
る
。

一
八
七
三(

明
治
六)

年
大
谷
派 

教
団
は
療
病
院
の
建
物
を
献
上
し
て
い
る
。

一
九
七
八(

明
治
一
ー)

年
に
は
鹿
児
島
病
院
を
開
院
し
て
い
る
。
同
年
大
谷
光
勝
は
楽
善 

会
に
千
圓
を
寄
附
し
、
同
年
熊
本
病
院
建
築
費
を
献
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
大
谷
光
瑩
は
石
川
県
の
病
院
費
、
警
察
費
を
献
上
し
て 

い
る
。
わ
が
国
の
慈
善
事
業
が
基
礎
を
築
く
資
金
の
一
部
を
教
団
が
寄
附
し
て
い
る
。

ま
た
、

一
八
七
三(

明
治
九)

年
に
は
大
谷
派
は
浅
草
本
願
寺
が
東
京
府
養
育
院
で
説
教
を
開
始
し
て
い
る
。
東
京
養
育
院
で
の
説
教 

開

始
(

定
期
的)

は
監
獄
教
誨
と
同
一
線
上
に
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
慈
善
と
宗
教
教
団
は
接
近
し
や
す
い
よ
う
に
見
え
る
が
「利 

己
」
「利
他
」
の
論
議
を
起
こ
し
な
が
ら
事
業
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
大
谷
派
教
団
は
他
の
教
団
と
異
な
り' 

監
獄
教
誨
と
い 

う
最
も
自
然
な
形
で
慈
善
に
接
近
し
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

大
谷
派
慈
善
の
分
岐
点

草
創
期
の
明
治
政
府
は
救
済
を
必
要
と
す
る
人

(々
病
者
、
孤
児
、
失
業
者
、
老
人
、
母
子)

を
救
済
す
る
積
極
的
な
政
策
は
取
ら
な 

か
っ
た
。
む
し
ろ
、
相
互
扶
助(
隣
保
相
扶)

を
基
本
と
す
る
前
近
代
的
な
慈
恵
政
策
を
取
る
こ
と
で
要
救
済
者
を
切
り
捨
て
た
と
い
っ

43



て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
八
七
四(

明
治
七)

年
に
出
さ
れ
た
「恤
救
規
則
」
は
極
力
国
費
の
出
費
を
抑
え
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
近
代
国
家 

と
し
て
は
じ
め
て
の
慈
恵
立
法
は
劣
等
処
遇
と
救
済
理
念
の
欠
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
立
法
の
柱
は
貧
民
の
救
済
は
「人
民
の
情
宜
」 

に
委
ね
る
べ
き
も
の
で
、
救
済
の
対
象
者(
廃
疾
、
老
衰
、
疾
病
、
幼
弱)

は
極
く
限
ら
れ
た
も
の
と
し
た
。
切
り
捨
て
ら
れ
た
救
済
を 

必
要
と
す
る
人
々
は
「人
民
の
情
宜
」
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
農
民
は
地
租
改
正
一
八
七
三(

明
治
六)

年
で
、

一
握 

り
の
地
主
と
多
く
の
小
作
農
民
と
い
う
状
態
に
再
編
さ
れ' 

ま
た' 

農
家
の
子
女
は
家
計
補
塡
の
「出
稼
ぎ
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
 

相
互
扶
助
を
明
治
政
府
が
奨
励
し
た
と
こ
ろ
で
、
相
互
扶
助
で
救
済
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
慈
恵
政
策
の
も
と
に
慈
善(

宗
教
慈
善)

が
組
み
込
ま
れ
て
い
く
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
慈
善
、
特
に
仏
教
慈 

善
(
仏
教
教
団
、
 

僧
侶
の
行
っ
た
慈
善)

は
政
府
の
宗
教
利
用(
慈
恵
政
策
の
肩
代
わ
り)

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
 

そ
の
見
解
は
明
治
政
府
が
慈
恵
政
策
を
感
化
救
済
事
業
と
い
う
形
で
慈
善
事
業(

多
く
の
宗
教
慈
善)

を
傘
下
に
納
め
て
い
く
明
治
四
〇 

年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
慈
善
は
必
ず
し
も
政
府
の
宗
教
利
用
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
監
獄
教
誨
事
業
は
明
治
四
〇
年
ま 

で
は
政
府
の
宗
教
利
用
に
機
能
し
た
と
は
い
い
か
ね
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
監
獄
教
誨
事
業
も
独
自
の
歩
み
を
歩
ん
で
い
る
。
大
谷
派
教 

団
に
と
っ
て' 

ま
た
、
真
宗
僧
侶
と
し
て
最
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
「純
粋
な
仏
教
慈 

善
」
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

大
谷
派
が
取
り
組
ん
だ
監
獄
教
誨
事
業
は
明
治
四
〇
年
前
後
に
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
そ
の
後
も
純
粋
な
形 

態
で
発
展
す
る
も
の
と' 

し
だ
い
に
明
治
政
府
の
慈
恵
事
業
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
経
過
を
た
ど
る
も
の
と
が
あ
る
。
明
治
政
府
の
慈
恵 

政
策
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
事
件
が' 

そ
れ
が
巣
鴨
監
獄
教
誨
師
事
件
で
あ
る
。

一
八
九
八(

明
治
三
一)

年
に
起
き
た 

こ
の
事
件
を
契
機
に
、
し
だ
い
に
大
谷
派
が
政
府
よ
り
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
く
象
徴
的
な
出
来
ご
と
で
あ
る
。

巣
鴨
監
獄
教
誨
師
事
件
の
顚
末
は
監
獄
教
誨
を
も
っ
て
真
宗
両
本
願
寺
の
専
業
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
 

巣
鴨
監
獄
の
典
獄(

所
長) 

有
馬
四
郎
助
が
囚
徒
に
は
仏
教
徒
ば
か
り
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
と
の
理
由
で
キ
リ
ス
ト
教
教
誨
師
を
着
任
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さ
せ
た
こ
と
に
こ
と
の
発
端
が
あ
る
。
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
教
誨
師
が
留
岡
幸
助
で
あ
っ
た
。
有
馬
四
郎
助
が
留
岡
幸
助
を
着
任
さ
せ
る
と
、
 

大
谷
派
は
教
団
を
あ
げ
て
、
更
に
仏
教
各
宗
派
に
呼
び
か
け
団
結
し
、
政
府
に
直
訴
す
る
ま
で
に
発
展
す
る
。

つ
い
に
は
キ
リ
ス
ト
教
教 

誨
師
留
岡
幸
助
を
排
除
し
て
し
ま
う
事
件
で
あ
る
。
こ
の
お
り
大
谷
派
石
川
舜
台
寺
務
総
長
、
大
草
慧
実
浅
草
本
願
寺
輪
番
な
ど
が
急
先 

峰
と
な
り
、
つ
い
に
留
岡
幸
助
を
退
任
に
追
い
や
る
こ
と
で
事
件
は
終
結
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
は
大
谷
派
が
キ
リ
ス
ト
教
教
誨 

師
を
排
除
し
て
勝
利
し
た
か
に
み
え
る
が
、
留
岡
幸
助
は
そ
の
後
実
践
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
と
監
獄
教
誨
の
問
題
を
更
に
深
め
て
い
く 

こ
と
に
な
る
。
巣
鴨
に
家
庭
学
校
を
設
立
し
キ
リ
ス
ト
教
教
誨
の
実
践
理
論
を
確
立
し
て
い
く
ま
で
に
展
開
し
て
い
く
。
家
庭
学
校
は
巣 

鴨
の
地
で' 

か
ね
て
温
め
て
い
た
少
年
囚
の
た
め
の
家
庭
を
基
盤
と
す
る
保
護
事
業
で
あ
っ
た
。
後
に
北
海
道
家
庭
学
校
へ
と
継
承
さ
れ 

今
に
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て' 

わ
が
国
の
社
会
事
業
史
を
飾
る
第
一
人
者
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

大
谷
派
は
大
草
慧
実
に
よ
っ
て
、
そ
の
後' 

無
料
宿
泊
所
と
い
う
新
し
い
分
野
を
開
拓
し
て
い
く
。
無
料
宿
泊
所
は
そ
の
業
務
を
職
業 

紹
介
、
無
料
宿
泊
を
主
な
仕
事
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
時
を
得
た
無
料
宿
泊
所
は
派
内
の
大
谷
派
婦
人
法
話
会
の
活
動
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
 

他
の
宗
派
の
参
画
で
全
国
規
模
で
広
ま
っ
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
雇
用
形
態
は
地
縁
、
血
縁
を
条
件
と
す
る
縁
故
採
用
で
あ
る
た
め
に
、
 

無
料
宿
泊
所
の
職
業
紹
介
は
安
定
し
た
常
雇
採
用
を
主
体
と
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
不
安
定
な
低
賃
金
労
働
を
斡
旋
し
た
の
で
あ
る
。
 

そ
の
こ
と
が
資
本
主
義
が
発
展
し
て
い
く
た
め
の
底
辺
層
を
大
量
に
つ
く
り
だ
し
た
と
い
う
皮
肉
な
見
方
も
で
き
る
。
し
か
し' 

わ
が
国 

の
雇
用
を
地
縁
血
縁
の
形
態
を
温
存
し
続
け
た
の
は
、
大
正
に
入
り
職
業
紹
介
を
政
府
管
掌
に
納
め
て
い
く
な
か
で
強
固
に
な
っ
た
と
み 

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
料
宿
泊
所
の
事
業
は
慈
恵
政
策
に
組
み
込
ま
れ
政
府
管
掌
の
も
の
と
な
る
ま
で
は
、
利
用
者
に
職
業
紹
介
と
教
誨 

が
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
大
谷
派
が
無
料
宿
泊
所
で
は
じ
め
た
職
業
紹
介
は
、
近
代
国
家
が
資
本
主
義
の
構
造
を
と
っ
た
た
め
に
、
誰

か
(

政
府)

が 

は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

政
府
管
掌
に
組
み
込
ま
れ
る
ま
で
に
宗
教
が
慈
善
と
し
て
実
践(

布
教)

し
た
こ
と
が
引
き
継
が
れ
る.
へ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
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れ
ば
公
的
福
祉
が
慈
恵
政
策
と
し
て
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
。
し
か
し
、
政
府
管
掌
下
の
職
業
紹
介
所 

は
底
辺
労
働
者
を
再
編
成(
農
漁
村/

都
市
よ
職
業
紹
介/

底
辺
労
働
者)

し' 

わ
が
国
が
資
本
主
義
国
家
と
し
て
の
形
態
を
築
き
上
げ 

る
重
要
な
用
件
を
築
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
救
済
は
慈
恵
政
策
と
し
て
機
能
す
る
と
必
ず
し
も
純
粋
な
救
済
と
は
な
ら
な
い
こ 

と
を
証
明
し
た
と
も
い
え
る
。

監
獄
教
誨
は
巣
鴨
監
獄
教
誨
師
事
件
を
契
機
に
新
た
な
分
岐
点
を
迎
え
る
。
ひ
と
つ
は
教
誨
師
の
養
成
に
本
格
的
に
着
手
し
て
い
く
こ 

と
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
は
一
九
四
五
年
の
終
戦
を
迎
え
る
ま
で
着
実
に
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
歩
の
中
で
宗
教
教
誨
の
位
置
を
築
い
た
。
し 

か
し
、
残
念
な
が
ら
新
憲
法
制
定
後
「信
教
の
自
由
」
に
よ
っ
て
宗
教
教
誨
は
一
歩
後
退
し
た
。
だ
が
、
戦
後
で
宗
教
色
が
残
り
え
た
唯 

ー
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
仏

教
(

他
宗)

慈
善
系
譜
は
現
在
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
を
含
め
て
ほ
と
ん
ど
宗
教
色
を
失
っ
て
い 

る
。
し
か
し' 

大
谷
派
慈
善
系
譜
は
濃
厚
に
宗
教
色
を
保
っ
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
無
料
宿
泊
所
は
時
を
得
た
事
業 

で
あ
っ
た
た
め
に
慈
恵
政
策
的
な
色
彩
を
強
め
て
い
く
、
そ
の
経
過
の
中
で
宗
教
色
を
失
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

つ
い
に
は
政
府
の
管 

掌
業
務
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
二
者
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
資
本
主
義
の
矛
盾
と
真
宗
仏
教
の
信
仰
と
の
関
係
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で 

あ
る
。

〇 

感
化
救
済
事
業
へ
の
融
合

一
ハ
九
九(

明
治
三
二)

年
の
二
月
大
谷
派
丹
羽
憲
顕
が
仏
教
主
義
に
よ
る
京
華
養
育
院
を
設
立
し
て
い
る
。
生
江
孝
之
の
調
査
で
は 

一
八
九
七(

明
治
三
〇)

年
〜
一
九
〇
二(

明
治
三
五)

年
の
五
年
間
に
設
立
さ
れ
た
四
〇
施
設
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
現
在
の
社
会
福
祉 

施
設
の
源
流
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
時
期
に
は
じ
め
ら
れ
た
慈
善
事
業
で
あ
る
。

ま
た
、

一
ハ
九
九(

明
治
三
二)

年
大
谷
派
寺
院
が
集
ま
っ
て
石
川
県
に
広
済
舎(
吉
田
久
一
編
集
「
日
本
近
代
仏
教
社
会
事
業
年
表
」
 

で
は
、
「大
谷
派
障
害
者
孤
独
者
ノ
タ
メ 

ノ
広
済
舎
ヲ
設
立
」
と
あ
る)

を
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
施
設
は
現
在
の
よ
う
な
分
類
入
所(

児
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童
、
老
人
、
障
害
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
処
遇
を
受
け
る)

で
は
な
く
て
混
合
入
所(

収
容
を
目
的
と
す
る
形
態)

の
形
態
を
と
っ
た
も
の
で 

あ
る
。

広
済
舎
は
後
に
優
良
施
設
と
し
て
下
賜
金
を
受
け
た
記
載
が
内
務
省
『
感
化
事
業
小
史
』
に
み
ら
れ
る
。

「下
賜
金
の
制
度
」
は 

慈
善
救
済
施
設
の
な
か
の
代
表
的
な
施
設
に
対
し
て
、
運
営
費
の
一
部
を
補
助
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
下
賜
金
の
制
度
は
国
民
の 

側
に
と
っ
て
「
天
皇
が
窮
民
に
対
し
て
も
暖
か
い
情
宜
を
下
さ
る
」
と
い
う
形
に
浄
化
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
天 

皇
制
を
確
立
形
成
す
る
一
因
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た' 

後
の
報
国
思
想' 

滅
私
奉
公
な
ど
天
皇
と
国
民
と
の
関
係
を
つ
く
る 

の
に
大
き
く
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
戦
後
の
社
会
福
祉
の
時
代
を
迎
え
て
も
年
金
の
給
付
、
生
活
保
護
費 

の
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
「お
上
か
ら
い
た
だ
く
」
と
い
う
、
考
え
方
が
残
っ
た
。
こ
れ
ら
が
完
全
に
払
拭
で
き
な
い
の
は
明
治
政
府
が 

最
初
に
取
っ
た
慈
恵
政
策
の
ま
ず
さ
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
時
代
区
分
か
ら
す
る
と
感
化
救
済
事
業
の
時
代
で
あ
る
。
 

V

 

慈
恵
政
策
と
し
て
の
公
的
救
済

慈
善
の
時
代
、
感
化
救
済
事
業
の
時
代
、
社
会
事
業
の
時
代' 

戦
時
下
の
厚
生
事
業
の
時
代
、
そ
し
て
、
戦
後
の
社
会
福
祉
段
階
へ
と 

発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
社
会
資
源(

社
会
福
祉
施
設
、
年
金
制
度)

は
量
的
、
質
的
と
も
に
拡
大
、
変
化
し
て
き
た
。
そ 

の
こ
と
は
社
会
構
造
の
変
化
で
あ
り
、
社
会

，
経
済
と
福
祉
問
題
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
自
由
競
争
を
原
理
と
す
る
資 

本
主
義
の
発
展
過
程
か
ら
考
え
れ
ば
自
然
の
成
り
ゆ
き
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
資
本
主
義
の
歪
み
か
ら
く
る
社
会
病
理 

で
あ
る
と
い
う
点
は
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

公
的
救
済
の
系
譜
は
明
治
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
憲
法
制
定
後
に
立
法
化
さ
れ
た
公
的
福
祉(

「恤
救
規
則
」)

の 

内

容(

「人
民
相
互
の
情
宜
」
に
委
ね
る)

も
前
近
代
を
引
き
継
い
だ
内
容
で
あ
っ
た
。
近
代
国
家
と
し
て
は
十
分
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ 

と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
後
の
改
正
に
お
い
て
も
生
江
孝
之(

一
八
六
七
〜
五
七
年)

の
提
唱
し
た
よ
う
な
「防
貧
的
性
格
」
 

の
恤
救
規
則
改
正
は
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
々
の
歴
史
に
お
い
て
も
「防
貧
的
性
格
」
の
救
済(

福
祉)

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
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そ
の
背
景
に
は
公
的
救
済
は
慈
恵
政
策
と
し
て
、
国
民
生
活(

思
想
を
含
め)

を
管
理
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か 

で
最
も
国
民
生
活(

思
想
に
お
よ
ぶ)

の
全
般
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
は
「
大
逆
事
件
」
以
降
の
思
想
弹
圧
と
日
中
戦
争
，
太
平
祥
戦 

争
期
の
戦
時
下
の
厚
生
事
業
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
段
階
は
い
づ
れ
も
慈
善
事
業
、
社
会
事
業
が
よ
う
や
く
に
し
て
確
立
し
た
時
代
で
あ 

っ
た
。
戦
時
厚
生
事
業
は
特
に
社
会
事
業
の
「社
会
性
」
「個
別
性
」
と
い
う
視
点
を
剝
奪
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

国

民

が

「近 

代
的
個
人
」
と

し
て

「社
会
性
」
「個
別
性
」
そ
れ
ぞ
れ
形
成
し
て
き
た
も
の
を
も
剝
奪
し
た
う
え
で
、
 

か
つ
て
の
隣
保
制
や
家
父
長
制 

を
再
構
成
し
そ
の
な
か
で
の
相
互
扶
助
す
る
よ
う
な
前
近
代
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

現
代
の
社
会
福
祉
を
解
明
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「慈
恵
政
策
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
時
代
の
公
的
救
済
を
考
え
る
と
時 

代
の
素
顔
が
見
え
て
く
る
。

慈
恵
政
策
と
し
て
の
公
的
救
済
が
考
え
ら
れ
た
時
、

「
国
民
生
活
を
守
る
と
い
う
」
と
い
う
本
来
の
テ
ー
マ 

が
失
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
部(

資
本
家)

の
利
害
を
守
る
、
為
政
者
側
を
守
る
と
い
う
管
理
と
統
制
の
道
具
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
戦
後 

の
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
社
会
福
祉
関
連
法
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
公
的
救
済
の
冬
の
時
代(

時
に
戦
時
厚
生
事
業
時
代)

で
あ
っ
た
と 

い
え
る
だ
ろ
う
。
近
代
の
公
的
救
済
の
誕
生
は
明
治
維
新
後
に
萌
芽
し
た
慈
善
、
博
愛
事
業
を
組
織
化
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
て
い
る
。
そ 

の
組
織
化
は
一
九
〇
ハ(

明
治
四
一)

年
に
内
務
省
が
主
催
し
た
「第
一
回
感
化
救
済
事
業
講
習
会
」
が
開
か
れ
た
の
を
機
に' 

中
央
慈 

善
協
会
の
設
立
と
い
う
形
で
は
じ
ま
っ
た
。
私
的
慈
善(

公
的
慈
善
に
対
し
て)

は
公
的
救
済(
慈
恵
政
策)

へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く 

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
大
谷
派
に
お
い
て
は
「第
一
回
感
化
救
済
事
業
講
習
会
」
参
加
者
の
有
志
が
集
ま
り
大
谷
派
慈
善
協
会
を
設
立
し 

て
い
る
。
同
会
は
機
関
紙
『
救
済
』
を
発
行
し
て
主
に
派
内
の
寺
院
へ
の
啓
蒙
活
動
を
行
っ
た
。
『
救
済
』
の
執
筆
陣
に
は
小
河
滋
治
郎
、
 

安
達
憲
忠
、
渋
沢
栄
一
な
ど
第
一
級
の
慈
善
事
業
家
を
執
筆
陣
に
揃
え
出
版
活
動
を
続
け
た
。
雑
誌
掲
載
の
論
文
は
毎
号
の
会
説
を
中
心 

に
海
外
事
情' 

国
内
の
新
し
い
事
業
の
紹
介
な
ど
盛
り
込
ん
だ
体
裁
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
真
宗
仏
教
の
慈
善
救
済
論
、
慈
善
救
済
観
は 

構
築
さ
れ
ず
に
終
刊
を
迎
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
本
山
宗
務
機
構
内
に
武
内
了
温
を
迎
え
て
社
会
課
が
記
置
さ
れ
て
、
同
協
会
は
任
を
終 

え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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慈
善
の
時
代
に
仏
教
が
取
り
組
ん
だ
仏
教
慈
善
、
仏
教
社
会
事
業
は
設
立
が
仏
教
寺
院
や
仏
教
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら 

な
い
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
救
済
事
業
の
中
に
「人
間
の
救
済
」
が
語
ら
れ
、
実
践
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
実
践
活
動
を
生
ん
だ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
背
景
に
は
教
義
や
信
仰
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
さ
さ
や
か
な
結
論
と
し
て
公
的
救
済
の
陥
り
や
す
い
欠
点
に
慈
恵
政
策
と
し
て
為
政
者
が
悪
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が 

公
的
救
済
の
病
理
の
元
で
あ
る
。
ま
た
、
近
代
資
本
主
義
は
競
争
原
理
を
ベ
ー
ス
に
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
真
宗
仏
教
は
ど
う
考
え 

て
も
競
争
原
理
と
は
接
点
が
な
い
。
純
粋
に
人
間
の
救
済
を
願
う
真
宗
仏
教
が
資
本
主
義
体
制
下
の
公
的
救
済
の
奔
放
な
あ
り
方
と
緊
張 

関
係
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
戦

後

社

会

福

祉

を

考

え

る

4 

社
会
福
祉(

公
的
福
祉)

の
人
間
観

社
会
福
祉
と
い
う
言
葉
は
新
憲
法
が
制
定
さ
れ' 

憲
法
の
条
文
に
謳
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
憲
法
の
第
25
条

「生
存 

権
の
保
障
」
の
な
か
で
す
べ
て
の
国
民
は
国
が
責
任
主
体
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に 

社
会
福
祉
、
社
会
保
障
、
そ
し
て
、
公
衆
衛
生
を
も
っ
て
す
る
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
存
権
の
保
障
の
根
拠
法(

社
会
福
祉
関 

係
法)

を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
に
真
宗
仏
教
の
人
間
観
と
特
に
近
代
の
人
間
観
と
の
違
い
を
中
心
に
述
べ
て
み
た 

\

。人
間
は
本
来
総
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
代
は
側
面
的
に
と
ら
え
る
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
見
方
、
考
え
方
は
学
問
的
に
し 

だ
い
に
発
展
し
、
今
や
精
神
的(

科
学
的)

風
土
と
な
り
生
活
の
隅
々
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。
側
面
的
な
人
間
の
見
方
に
深
く
か
か
わ
り 

を
も
っ
て
き
た
の
が
自
然
科
学
で
あ
り
、
そ
の
も
う
一
方
は
社
会
科
学
で
あ
る
。
も
と
も
と
人
間
探
究
を
目
的
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
ぞ
れ
が
究
明
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
距
離
が
で
き
て
統
合
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
人
間
を
生
物
学
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
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学
問
の
ひ
と
つ
の
系
譜
は
解
剖
学
、
生
理
学
、
病
理
学
を
体
系
化
し
た
臨
床
医
学
で
あ
る
。
特
に
臨
床
医
学
は
人
体
の
生
命
を
危
う
く
す 

る

要

因(

病
気)

の
排
除(

治
療)

を
高
度
に
発
展
さ
せ
て
き
た
学
問
研
究
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
成
果
は
い
く
つ
か
の
不
治
の
病
と
い 

わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
不
治
の
病
で
は
な
く
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
長
寿
や
無
病
息
災
の
悲
願
を
か
な
え
た
か
に
み
え
た
。
 

長
い
間
、
人
間
は
生
物
学
的
に
安
定(
健
康
で
長
生
き)

さ
え
す
れ
ば
、
悲
し
み
や
つ
ら
さ
が
な
く
な
る
と
も
考
え
て
き
た
。
し
か
し' 

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
医
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
障

害
(

身
体' 

知
的
、
感
情
、
 

意
識)

に
対 

し

て

は

「残
念
な
が
ら
障
害
が
残
っ
た
」
こ
と
に
な
る
。
生
活
者
と
し
て
障
害(

身
体
、
知
的
、
感
情
、
意
識)

が
あ
る
こ
と
は
確
か
に 

不
自
由
で
不
便
で
あ
り
、
障
害
が
残
ら
な
い
方
が
よ
い
。

し
か
し
、
障
害
は
い
つ
で
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
、
軽
減
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
障
害
と
し
て
残
る
こ
と
も
あ
る
。
医
療
は
そ
れ
ら
を 

克
服
す
べ
き
対
象
と
し
て
き
た
。
高
度
に
発
達
し
た
医
療
は
健
康
で
あ
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
し
て
き
た
。
障
害
の
あ
る
こ
と 

は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
。
障
害
が
あ
る
こ
と
が
人
間
の
価
値
を
さ
え
も
左
右
す
る
こ
と
を
常
識
に
し
て
し
ま
っ 

た
。
障
害
を
も
っ
て
生
き
る
人
に
と
っ
て
は
つ
ら
い
こ
と
で
あ
る
。
障
害
を
越
え
る
原
動
力
を
そ
こ
に
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か 

し
、
こ
こ
で
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
れ
は
医
療
、
医
学
批
判
で
は
な
く
、
生
物
学
的
人
間
存
在
と
し
て
側
面
的(

部
分 

的)

に
と
ら
え
る
こ
と
で
派
生
し
た
弊
害
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
生
物
学
的
人
間
観
は
健
康
を
百
点
満
点
と
し
、
す
べ
て
を
百
点 

満
点
に
近
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
考
え
か
ら
は
障
害
者
、
高
齢
者
は
百
点
満
点
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
 

そ
し
て
、
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
人
間
の
幸
せ(

福
祉)

が
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
障
害
を
も
っ
こ
と
や
老
化
す
る
こ
と
は
積
極
的
な
価
値
を 

も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
方
の
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
単
独
に
は
成
立
し
な
い
。
生
物
学
的
存
在
と
し
て
完
全(

健
康) 

で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
社
会
的
存
在
と
し
て
存
在
で
き
る
よ
う
な
あ
り
方
で
あ
る
。
近
代
は
人
間
を
一
方
で
社
会
的
存
在
と
し
て 

と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
に
人
間
を
と
ら
え
る
と
い
う
の
は
、
家
族
関
係
の
な
か
で
の
人
間
、
地
域
社
会
で
の
人
間
、
労
働
の
場
で
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の
人
間
を
と
ら
え
る
こ
と
で' 

関
係
の
中
で
の
役
割
と
か
機
能
が
果
た
せ
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
適
応
が
で
き
る 

か
ど
う
か
が
評
価
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
社
会
に
適
応
で
き
な
い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
 

家
族
の
な
か
で
夫
が
主
た
る
働
き
手
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か' 

ま
た
、
子
ど
も
の
親
と
し
て
の
役
割
を
十
分
果
た
し
て
い
る
か
と
い 

う
こ
と
に
も
な
る
。
職
場
の
人
間
関
係
、
職
能
、
学
歴
が
適
応
を
左
右
す
る
。
こ
れ
ら
の
背
景
は
資
本
主
義 

競
争
原
理
で
あ
る
。
そ
こ 

か
ら
生
ま
れ
る
「
モ
デ
ル
」
は
健
康
で
高
学
歴
を
も
っ
た
社
会
適
応
の
で
き
る
人
で
あ
る
。
こ
の
条
件
に
欠
け
る
と
「良
き
働
き
手
と
し 

て
の
機
能
」
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
障
害
を
も
っ
こ
と
、
高
齢
者
と
な
る
こ
と
は
「良
き
働
き
手
と
し
て
の
機
能
」
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
 

戦
後
新
憲
法
下
に
生
ま
れ
た
社
会
福
祉
の
背
景
を
な
す
人
間
観
は
生
物
学
的
存
在
と
社
会
的
存
在
と
し
て
人
間
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
社
会
福
祉
は
"?'
イ
ナ
ス
を
補
完
す
る
考
え
方
か
ら
脱
皮
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
に
は
人
間
を
側
面
的
に
と 

ら
え
よ
う
と
す
る
人
間
観
が
存
在
し
て
い
る
。

6

経
済
合
理
主
義
と
社
会
福
祉

戦
後
は
個
人
に
よ
る
「救
済
」
か
ら' 

国

家(

国
民)

に
よ
る
「生
き
る
権
利
の
保
障
」(

公
的
福
祉)

へ
と
変
わ
っ
た
。
戦
前
の
よ
う 

に
自
然
に
真
宗
仏
教
の
実
践
が
お
こ
な
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
戦
前
の
救
済
、
 

戦
後
の
社
会
福
祉
の
テ
ー
マ
は
「生
き
る
」
こ 

と
で
あ
る
。
し
か
し' 

真
宗
仏
教
が
い
う
「生
き
る
」
こ
と
と
、
戦
後' 

福
祉
国
家
が
め
ざ
し
て
い
る
「生
き
る
」
こ
と
は
違
う
。
そ
の 

相
違
は
社
会
福
祉
は
処
遇(

サ
ー
ビ
ス)

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
合
理
主
義
の
経
済
合
理
性
か
ら
生
ま
れ
た
処
遇
を
べ!

ス
と 

し

た

「生
き
る
」
こ
と
の
保
障
で
あ
る
。
真
宗
仏
教
で
は
人
間
の
救
済
を
「
処
遇
」
に
お
い
て
は
い
な
い
。

社
会
福
祉
の
処
遇
は
経
済
合
理
性
を
根
拠
と
し
た
法
律
体
系
か
ら
で
き
て
い
る
。
社
会
福
祉
施
設
の
運
営
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
置 

く
と
そ
の
こ
と
が
良
く
わ
か
る
。
入
所
定
員(

措
置
定
数)

が
少
な
い
社
会
福
祉
施
設
が
認
可
さ
れ
な
い
理
由
は
調
埋
員
、
事
務
員
な
ど 

が
小
規
模
施
設
で
も
絶
対
必
要
な
要
員
を
配
置
し
た
場
合
、
小
規
模
で
は
経
済
的
に
経
営
が
な
り
立
た
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
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ま
た
、
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
心
理
判
定
員
な
ど
の
配
置
が
一
名
の
枠
を
越
え
な
い
こ
と
も
処
遇
の
適
性
を
欠
い
て
い 

る
。
直
接
処
遇
職
員
と
し
て
の
指
導
員' 

保
母
、
介
護
福
祉
士
、
看
護
婦
の
配
置
も
経
済
効
率
か
ら
算
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
な 

問
題
で
あ
る
。
人
的
配
置
ば
か
り
で
は
な
く
社
会
福
祉
施
設
が
個
室
で
は
な
く
集
団
生
活
を
強
い
る
の
も
経
済
効
率
が
悪
い
個
室
が
認
可 

対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
福
祉
は
生
存
権
を
す
べ
て
の
国
民
一
人
ひ
と
り
の
権
利
保
障
を
謳
っ
て
は
い
る
が
、
そ 

の
根
拠
と
な
る
法
律
は
職
員
配
置
、
物
的
配
置
の
設
置
基
準
は
明
ら
か
に
経
済
合
理
性
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
個
と
し
て
の
悩
み 

を
受
け
る
体
勢
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

真
宗
仏
教
が
「生
か
さ
れ
る
」
人
間
で
あ
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
の
に
対
し
て' 

戦
後
の
社
会
福
祉
が
「
よ
り
良
く
生
き
る
」
こ
と
を 

目
的
と
し
て
き
た
。

し
か
し
、

「
よ
り
良
く
生
き
る
」
の
内
実
は
経
済
合
理
性
に
よ
っ
て
空
洞
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
 

心
が
空
洞
化
し
人
間
不
在
で
対
策
的
な
慈
恵
政
策
的
社
会
福
祉
が
み
え
て
く
る
。
こ
の
こ
と
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

〇 

「救
済
の
心
」
と

「権
利
の
保
障
」

戦
前
と
戦
後
で
は
実
践
活
動
は
質
量
と
も
に
決
定
的
に
違
う
。
そ
れ
は
明
治
に
開
設
さ
れ
た
福
祉
施
設
で
戦
後
も
引
き
続
き
運
営
さ
れ 

て
い
て
も
外
観
こ
そ
同
じ
で
も
、
運
営
の
し
く
み
は
決
定
的
に
違
う
。
ま
た
、
か
つ
て
は
仏
教
主
義
で
運
営' 

実
践
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ 

て
も
、
戦
後
は
設
立
が
公
共
団
体
の
設
立
の
も
の
も
、
民
間
の
も
の
も
一
律
に
社
会
事
業
法
の
も
と
に
「社
会
資
源
」
に
位
置
づ
け
ら
れ 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
行
わ
れ
る
実
践
に
求
め
ら
れ
る
の
は
宗
教
性
で
は
な
く
、
均
一
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
 

仏
教
福
祉
実
践
が
社
会
資
源
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
「心
の
救
済
」
が
実
践
し
に
く
く
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

「心 

の
救
済
」
は
人
間
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
福
祉
政
策
の
中
で
は
施
設
の
人
的
、
物
的
配
置
を
も
と
に
全
国
均
一
の
サ
ー
ビ
ス
と 

い
う
こ
と
に
な
る
。
戦

前

を

「人
間
の
救
済
」
と
す
る
な
ら
ば
、
戦

後

は

「権
利
の
保
障
」
の
福
祉
で
あ
る
と
い
え
る
。
「人
間
の
救
済
」
 

の
仏
教
に
た
い
し
て
、
「生
き
る
こ
と
を
権
利
保
障
」
す
る
こ
と
は
微
妙
に
異
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「人
生
の
難
関
」
に
出
会
っ
た
場
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合
に
し
て
も
、
真
宗
仏
教
で
は
人
生
に
学
び
「弥
陀
の
本
願
」
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
「生
命
、
人
間
」
を
学 

ぶ
こ
と
に
つ
う
じ
る
の
で
あ
る
。
「権
利
の
保
障
」
の
場
合
は
苦
悩(

障
害)

を
い
か
に
軽
減
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
援
助
の
テ
ー
マ
で
あ 

る
。
福
祉
の
テ
ー
マ
を
直
視
し
よ
う
と
す
る
仏
教
と
問
題
か
ら
の
回
避' 

軽
減
を
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
明
ら
か
に
違
う
と
い
え
る
だ
ろ 

う
。現

代
の
社
会
福
祉
は
資
本
主
義
と
共
に
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
仏
教
福
祉
の
実
践
か
ら
す
る
と
お
お
い
に
問
題
の
残
る
と
こ
ろ 

で
あ
る
。
「権
利
の
保
障
」
と
し
て
の
社
会
福
祉
を
安
易
に
真
宗
仏
教
が
取
り
入
れ
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
だ
ろ
う
。
 

今' 

あ
ら
た
め
て
明
治
期
に
萌
芽
し
、
隆
盛
を
極
め
た
慈
善
の
時
代
を
考
え
る
と
確
か
に
方
法
論
を
も
た
な
い
幼
稚
さ
は
あ
る
が' 

そ 

こ
に
は
か
け
が
え
の
な
い
宗
教
的(

仏
教
的)

ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
み
え
て
く
る
。
感
じ
る
こ
と
、
感
性
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
、
共
感
す 

る
こ
と
、
そ
こ
に
仏
教
の
信
仰
の
入
口
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
純
粋
な
仏
教
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
大
正
時
代
に
は
消
え
る
の
で
あ
る
が' 

真
宗
仏
教
に
限
ら
ず
仏
教
福
祉
が
人
間
の
救
済
を
叫
び
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
真
宗
仏
教
と
行
政
は
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ 

ろ
う
。
し
か
し
、
救
済
さ
れ
る
べ
き
人
間
が
い
る
以
上' 

真
宗
仏
教
に
お
い
て
射
程
距
離
に
お
い
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。

結 

語

大
谷
派
慈
善
の
系
譜
を
た
ど
る
と
明
治
に
萌
芽
し
た
慈
善
事
業
の
数
々
が
み
え
て
く
る
。
そ
の
中
で
ひ
と
き
わ
輝
い
て
見
え
る
の
が
教 

誨
事
業
で
あ
ろ
う
。

つ
ね
に
真
宗
仏
教
の
信
仰
と
実
践
が
無
理
な
く
重
ね
合
っ
て
み
え
て
く
る
。
大
谷
派
教
団
の
慈
善
、
社
会
事
業
の
占 

め
る
割
合
か
ら
い
っ
て
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
教
誨
事
業
に
大
き
な
足
跡
を
の
こ
し
た
大
谷
派
の
教
誨
師
と
し
て
は
田
原
法
水
、
藤
岡 

了
空
、
本
多
澄
雲
、
寺
永
法
専
、
土
倉
是
空
、
興
地
観
円
、
武
田
慧
宏
な
ど
多
く
の
先
覚
者
を
輩
出
し
て
い
る
。
慈
善
事
業
と
し
て
は
じ 

め
ら
れ
た
監
獄
教
誨
は
次
第
に
法
務
省
管
轄
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
慈
善
事
業
の
系
譜
を
た
ど
る
と
政
府
管
掌
に
再
編
さ 

れ
る
と
制
度
と
し
て
確
立
し
て
い
く
代
わ
り
に
、
宗

教
(

仏
教)

性
が
剝
奪
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し' 

教
誨
事
業
は
他
の
慈
善
事
業
か
ら
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比
較
す
る
と
宗
教
性
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

現
代
は
行
政
機
構
の
な
か
で
宗
教
性
を
色
濃
く
出
す
こ
と
は
非
常
に
難
し
い' 

宗
教
性
が
な
い
こ
と
が
行
政
の
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
民
間
の
社
会
福
祉
施
設
に
お
い
て
も
宗
教
性
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
、
そ
れ
は
明
ら
か
な
間
違
い
だ
ろ
う
。
私
が
一
年
足
ら
ず
の 

東
欧
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
留
学
生
活
で
体
験
し
た
の
は
治
療
教
育
に
「祈
り
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
留
学
当
時
は
西
欧
化
前 

の
社
会
主
義
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「福
祉
」
国
家
が
今
の
形
で
ス
ラ
イ
ド
す
る
こ
と
は
賛
成
し
か
ね
る
。
宗
教
性
の
な
い
「福
祉
」
国
家
で
あ
れ
ば
、
 

か
つ
て' 

明
治
時 

代
の
後
半
に
慈
善
が
慈
恵
政
策
に
組
み
込
ま
れ
た
お
り
、
仏
教
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
教
団
の
組
織
を
政
府
が
利
用
し
た
こ
と
と
代 

わ
り
は
な
い
。

「歴
史
は
く
り
か
え
す:

：:

」
の
警
鐘
を
心
し
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
今
、
地
域
福
祉
が
進
め
ら
れ 

て
い
る
が
、
か
つ
て
明
治
の
慈
恵
立
法
「恤
救
規
則
」
が
進
め
ら
れ
た
の
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
隣
保
相
扶
が
成
り
立
た
な
い
状
況
で 

相
互
扶
助
で
援
助
し
合
う
こ
と
を
奨
励
し
た
の
に
似
て
い
る
。
都
市
に
限
ら
ず
匿
名
生
活
者
が
増
え
て
い
る
状
況
下
で
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー 

ク
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
意
図
は
対
策
的
で
あ
り
過
ぎ
る
。

明
治
に
萌
芽
し
た
慈
善
は
仏
教
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
生
ま
れ
た
。
現
在
、
社
会
福
祉
が
そ
れ
ら
を
の
み
込
ん
で
成 

長
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ
が
国
が
政
策
的
に
「福
祉
」
国
家
を
築
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
真
宗
仏
教
が
「福
祉
」
を
と
ら
え
る
と 

こ
ろ
は
違
う
。
真
宗
仏
教
は
社
会
福
祉
の
あ
り
方
と
常
に
一
定
の
緊
張
関
係
を
保
ち
な
が
ら
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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