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小
さ
き
も
の
は
小
さ
き
ま
ま
に 

  

ブ
ロ
ロ
ー
グ 

 

大
は
大
な
り
に
、
小
は
小
な
り
に
、
す
ベ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
生
命

ぶ
り
が
あ
る
。
木
樹
に
そ
れ
ぞ
れ
の
枝
ぶ
り
が
あ
る
よ
う
に
。 

 

久
住
山
を
遠
望
す
る
こ
こ
緒
方
町
の
高
台
の
一
角
に
、
私
た
ち

の
姉
妹
施
設｢

任
運
荘｣

と｢
騰
々
舎｣

が
そ
れ
ぞ
れ
18
年
と
15
年

の
歩
み
を
刻
ん
で
き
た
。
一
昨
年(
１
９
９
１
年)

は
新
し
く
デ
ィ

セ
ン
タ
ー
『
な
ご
み
塾｣

が
参
加
し
て
、
い
さ
さ
か
の
賑
わ
い
を

呈
し
た
。｢

塾｣

と
は
あ
く
ま
で
も
民
間
で
学
び
あ
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
私
た
ち
は
民
間
、
私
立
で
あ
る
こ
と
に
内
心
誇
り
を
抱
い

て
い
る
。 

 

し
か
し
、
三
施
設
と
も
飾
り
気
な
く
平
凡
で
貧
相
な
平
屋
の
た

た
ず
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
こ
こ
で｢

ふ
つ
う
の
暮
ら
し｣

の
実
現
と
楽
園
建
設
を
こ
い
ね
が
う
に
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ

な
い
。
ふ
つ
う
の
暮
ら
し
を
め
ざ
し
て
、
職
員
は
お
世
話
の
6
つ

の
基
本･

方
針
を
固
く
守
っ
て
い
る
。 

第
１
に
、
利
用
者
の
自
由
を
束
縛
し
な
い
。
自
己
決
定
を
大
切
に

す
る
。 

第
２
に
、
お
む
つ
は
随
時
交
換
し
、
不
快
感
を
与
え
な
い
。 

第
３
に
、
床
ず
れ
は
つ
く
ら
な
い
。 

第
４
に
、
カ
ー
テ
ン
区
分
の
励
行
で
せ
め
て
雑
居
部
屋
で
の
プ
ラ 

 
 

イ
バ
シ
ー
を
守
る
。 

第
５
異
臭
、
悪
臭
を
さ
せ
た
い
。 

第
６
利
用
者
の
異
常
行
為
は
接
す
る
職
員
の
不
適
切
な
対
応
に

起
因
す
る
。 

こ
れ
ら
６
項
目
は
、
し
か
し
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
施
設
が
実
現

す
べ
き
最
低
限
の
内
容
に
す
ぎ
な
い
。
ふ
つ
う
の
暮
ら
し
を
施
設

内
で
す
る
た
め
の
、
職
員
が
な
す
べ
き
最
低
限
の
確
保
す
べ
き
水

準
で
あ
る
。 

騰
々
舎
の
利
用
者
は
さ
ら
に
積
極
的
に｢

ふ
つ
う

の
暮
ら
し｣

を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を｢

自
治
の
あ
る

暮
ら
し｣

と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
協
同
の
生
活
で
は

自
治
こ
そ
ふ
つ
う
の
生
活
で
あ
る
。
騰
々
舎
は
そ
れ
を
一
歩
一
歩

し
る
し
て
い
る
。 

  
 

 

私
立
と
公
立 

 

福
祉
施
設
は
公
立
が
よ
い
か
、
私
立
が
よ
い
か
、
よ
く
論
議
さ

れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
－
概
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
当
然
、
何
れ

に
も
よ
い
施
設
が
あ
る
し
、
何
れ
に
も
悪
い
施
設
が
ま
じ
っ
て
い

る
。
島
楓
県
の
出
雲
和
光
園
は
優
れ
た
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
が
、

私
も
訪
ね
た
。
下
車
し
た
バ
ス
停
に｢

私
立
の
老
人
ホ
ー
ム
和
光

園｣

と
記
さ
れ
た
案
内
板
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
園
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長
は
説
明
し
て
、｢

公
立
と
思
っ
て
安
心
し
て
来
て
、
私
立
と
分

か
っ
て
失
望
さ
せ
た
く
な
い
の
で
、
始
め
か
ら
私
立
と
断
っ
て
い

る
。
老
人
ホ
ー
ム
に
対
し
て
も
官
尊
民
卑
の
先
入
観
が
強
い｣

と
。

ま
こ
と
に
示
唆
深
い
。 

 

公
立
一
お
上
の
す
る
こ
と
に
間
違
い
は
た
い
と
い
う
信
頼
感

に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
が
役
人
仕
事
を
抜
け

切
れ
ず
に
、
ま
ず
自
分
た
ち
職
員
あ
っ
て
の
施
設
と
い
う
実
態

は
、
こ
の
信
頼
感
を
裏
切
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

 

私
立
は
ど
う
か
。
こ
の
福
祉
界
ほ
ど
不
当
な
名
声
や
評
判
の
得

や
す
い
所
は
な
い
。
ま
た
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
こ
こ
ほ
ど
不
法
な

利
益
追
求
の
し
や
す
い
所
は
な
い
。
こ
の
虚
偽
に
陥
り
や
す
い
誘

惑
を
去
っ
て
、
福
祉
事
業
の
初
心
を
忘
れ
な
い
反
省
が
切
実
に
求

め
ら
れ
て
い
る
。 

 

福
祉
施
設
は
私
立
が
よ
い
か
公
立
が
よ
い
か
。
そ
れ
は
ち
ょ
う

ど
学
校
の
公
私
立
問
題
と
よ
く
似
て
い
る
。
公
立
と
根
本
的
に
違

う
点
は
、
私
立
に
は
ま
ず
建
学
の
精
神
が
あ
っ
て
創
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
立
福
祉
施
設
も
全
く
同
様
で
、
そ
の

個
別
的
、
個
性
的
な
福
祉
理
念
や
動
機
、
い
き
さ
つ
が
あ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
基
礎
に
あ
っ
て
他
の
施
設
と
違
う
特
色
や
運

営
が
生
じ
て
く
る
。 

  
 

 

な
ぜ
騰
々
舎
か 

騰
々
舎
は
す
で
に
３
年
前
に
出
発
し
て
い
る
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
任
運
荘
と
棟
を
連
げ
て
誕
生
し
た
。
な
ぜ
騰
々
合
は
生
ま
れ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
生
ま
れ
る
ま
で
は
療
護
施
設

は
県
下
に
た
だ
一
つ
県
立
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
心
身

重
複
重
度
の
障
害
者
に
は
固
く
扉
が
と
ざ
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
最
も
苦
悩
し
て
い
る
こ
の
脳
性
マ
ヒ
の
人
た
ち
に
こ
そ
援
助

が
優
先
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
日
本
の
福
祉
政
策
は
一
番
必

要
な
も
の
を
一
番
後
回
し
に
す
る
と
い
う
理
解
で
き
な
い
特
色

を
も
っ
て
い
る
。
精
神
薄
弱
者
法
で
も
身
体
陣
害
者
福
祉
法
の
何

れ
か
で
も
、
援
助
救
済
が
で
き
る
と
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
逆
に

両
法
は
重
度
重
複
を
拒
否
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
恐
る
ベ
き
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

私
は
こ
の
事
業
こ
そ
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
任
運
荘
と

共
に
療
護
施
設
を
計
画
し
て
い
た
。
こ
こ
を
終
の
場
所
と
定
め
て

い
る
高
齢
者
と
重
い
障
害
に
耐
え
て
い
る
若
者
た
ち
が
、
共
生
協

同
す
る
楽
園
の
建
設
を
夢
み
て
。 

  
 

父
の
遺
徳 

 

一
介
の
公
務
員
に
た
と
え
退
職
金
が
あ
る
と
し
て
も
、
二
つ
の

施
設
建
設
の
基
に
な
る
資
金
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。
私
的
な
こ
と

で
は
あ
る
が
、
幸
運
に
も
父
の
財
産
を
当
て
に
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
た
。
財
と
い
っ
て
も
父
は
自
転
車
で
行
商
配
達
す
る
と
い
っ

た
食
料
小
売
商
で
、
母
は
文
字
道
り
爪
に
火
を
灯
す
ほ
ど
の
暮
ら

し
で
築
き
あ
げ
た
汗
と
血
の
結
晶
で
あ
る
。
そ
の
全
財
産
を
父
は
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提
供
し
て
く
れ
た
。
こ
の
父
な
く
し
て
任
運
荘
も
騰
々
舎
も
な

い
。
騰
々
舎
15
周
年
に
当
た
り
、
亡
き
父
の
遺
志
に
対
し
子
と
し

て
最
大
の
感
謝
を
捧
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
せ
め
て
父
の
こ

と
を
記
し
て
、
記
念
塔
に
代
え
よ
う
。
わ
が
施
設
に
と
っ
て
父
は

最
大
の
恩
人
で
あ
る
。 

 

地
元
紙
大
分
合
同
新
聞
随
筆
欄｢

灯｣
(

昭
和
56
年
４
月
16
日)

に
父
の
こ
と
を
記
し
た
私
の
小
文
を
転
載
し
よ
う
。 

  
 

 

あ
あ
父
二
人 

 

90
歳
を
過
ぎ
て
は
い
た
が
、
突
然
倒
れ
た
父
は
入
院
数
日
の

看
護
で
あ
っ
け
な
く
昇
天
し
て
い
っ
た
。
今
年(

昭
和
56
年)

の

さ
く
ら
も
散
り
そ
め
る
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 

 

父
は
苦
学
力
行
、
徹
底
節
約
の
明
治
の
代
表
の
よ
う
な
人
で
あ

っ
た
。
く
つ
一
足
で
30
年
も
お
し
通
し
、
お
は
し
は
戦
前
か
ら
の

も
の
を
使
い
続
け
、
ち
び
て
し
ま
い
子
供
用
の
長
さ
に
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
刻
苦
し
て
貯
め
た
金
を
自
分
の
楽
し

み
に
使
う
の
を
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
た
ま
の
外
食
も
カ
レ
ー

か
ラ
ー
メ
ソ
に
限
ら
れ
て
い
た
。
結
局
、
ひ
と
の
た
め
に
使
わ
れ

て
い
っ
た
。 

 

父
は
貧
乏
子
だ
く
さ
ん
の
三
男
に
生
ま
れ
た
。
貧
窮
を
脱
す
る

た
め
大
阪
に
出
て
、
亡
母
と
共
に
過
酷
な
ま
で
に
働
き
通
し
た
。

故
郷
沖
縄
の
一
族
の
子
弟
た
ち
は
そ
の
父
を
唯
一
の
頼
り
に
上

阪
す
る
。
昭
和
初
期
の
あ
の
空
前
の
不
況
時
で
あ
る
。
世
話
し
た

数
は
60
を
下
ら
な
か
っ
た
。 

 

父
と
い
う
が
、
私
は
養
子
で
あ
る
。
私
の
実
父
は
父
の
実
兄
。

２
人
は
10
人
き
よ
う
だ
い
の
中
で
一
番
仲
良
し
だ
が
、
性
格
は

正
反
対
だ
っ
た
。
律
義
節
約
の
弟
と
違
い
、
兄
は
大
胆
お
う
よ
う

で
、
20
歳
代
で
首
里
市
の
議
員
に
な
る
ほ
ど
の
派
手
さ
、
し
た
が

っ
て
一
栄
一
落
も
激
し
か
っ
た
。
広
大
な
家
屋
敷
は
人
手
に
渡
ら

な
か
っ
た
が
、
弟
の
経
済
援
助
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。｢

兄
弟
の

金
は
困
っ
た
時
は
い
っ
し
ょ
だ｣

と
、
実
父
が
い
っ
た
の
を
子
供

心
に
覚
え
て
い
る
。
じ
つ
さ
い
、
実
父
は
自
分
の
家
を
建
て
る
前

に
、
ま
ず
本
家
の
家
鼠
数
を
再
興
す
る
と
い
う
順
序
を
大
事
に
し

て
い
た
。 

 

そ
の
実
父
の
命
は
昭
和
20
年
沖
縄
戦
で
す
で
に
飛
散
し
て
い

る
が
、
死
の
日
も
場
所
も
不
明
。
父
を
最
後
に
見
た
人
の
話
で
は
、

民
や
兵
の
逃
げ
ま
ど
う
戦
場
の
路
傍
で
父
は
負
傷
兵
を
介
抱
し

て
い
た
。
逃
げ
よ
う
と
せ
か
し
て
も
、｢

わ
し
の
息
子
が
戦
地
で

こ
ん
な
め
に
あ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い｣

と
い
っ
て
、
動
か
な

か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

２
人
の
兄
弟
は
今
ご
ろ
天
国
で
久
し
ぶ
り
の
再
会
を
喜
ん
で

い
る
だ
ろ
う
。 

 

私
が
老
人
ホ
ー
ム
を
計
画
す
る
と
、
弟
父
は
念
を
お
し
な
が
ら

全
財
産
を
提
供
し
た
。
最
後
ま
で
ひ
と
に
捧
げ
た
一
生
と
い
え
よ

う
。
あ
あ
、
よ
い
父
た
ち
。
あ
り
が
と
う
。 

  
 

 

第
一
歩 
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騰
々
舎
出
発
を
前
に
毎
日
新
聞
大
分
版(

昭
和
53
年
２
月
27

日)
で
、
末
久
義
支
局
長
は
次
の
社
説
を
掲
げ
て
下
さ
っ
た
。
後

に
続
く
施
設
に
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
熱
い
期
待
を
よ
せ
て
。 

  

型
破
り
の
役
人
と
し
て
知
ら
れ
た
元
県
祉
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

所
長
の
吉
田
嗣
義
さ
ん(

59
歳)

が
、
大
野
郡
緒
方
町
に
二
重
苦

の
重
度
障
害
者
施
設｢
騰
々
舎｣

を
４
月
１
ロ
オ
ー
プ
ン
す
る
と

聞
い
て
施
設
見
学
に
出
か
け
た
。 

 

現
地
を
訪
れ
る
気
持
ち
に
な
っ
た
の
は
、
吉
田
さ
ん
が
長
い

間
、
心
の
中
に
温
め
て
き
た
重
度
障
害
者
施
設
が
ど
ん
な
も
の

か
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
福
祉
の
実
践
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
こ
の
目
で
確
か
め
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

福
祉
の
世
界
で
も
心
身
の
障
害
を
同
時
に
背
負
っ
た
も
の
は
、

一
番
後
回
し
に
さ
れ
が
ち
と
い
う
。
そ
こ
で
最
重
度
の
人
た
ち
が

優
先
し
て
入
所
で
き
る
施
設
を
と
生
ま
れ
た
の
が
、
こ
の
騰
々
合

と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

県
内
の
重
度
障
害
者
は
約
８
０
０
人
と
い
う
か
ら
50
人
を
収

容
す
る
騰
々
舎
は
ま
だ･

一
里
塚.

に
過
ぎ
な
い
が
、
民
間
初
の
療

護
施
設
と
し
て
新
し
い
道
を
開
い
て
も
ら
い
た
い
。 

 

福
祉
の
高
い
理
想
を
掲
げ
、
実
践
活
動
を
続
け
て
い
る
吉
田
さ

ん
の
と
こ
ろ
に
は
各
地
か
ら
の
見
学
者
や
問
い
合
わ
せ
が
相
次

い
で
い
る
。 

 

吉
田
さ
ん
は
入
所
者
に
対
す
る
肉
親
の
見
舞
い
や
訪
問
は
歓

迎
す
る
が
、
一
般
の
施
設
慰
問
や
見
学
は
歓
迎
し
な
い
。
慰
問
者

が
く
れ
ば
対
応
に
手
を
と
ら
れ
、
入
所
者
の
介
護
が
手
薄
に
な

る
。
介
護
に
忙
し
い
職
員
に
は
来
訪
者
な
ど
に
か
ま
っ
て
い
る
ヒ

マ
は
な
い
。
一
般
の
慰
問
を
必
要
と
し
な
い
施
設
こ
そ
最
も
望
ま

し
い
姿
だ
と
吉
田
さ
ん
は
強
調
す
る
。 

 

考
え
て
み
れ
ば
至
極
当
然
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
ず
ば
り
い
え

る
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
吉
田
さ
ん
ら
し
い
。 

 

ひ
と
足
先
に
ス
タ
ー
ト
し
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
任
運
荘

に
は
寝
た
き
り
老
人
を
含
め
52
人
の
お
年
寄
り
が
入
っ
て
い
る

が
、
手
厚
い
介
護
で
一
人
の
床
ず
れ
も
な
い
の
が
吉
田
さ
ん
の
自

慢
だ
。 

 

県
内
の
場
合
、
在
宅
の
重
度
障
害
者
が
多
い
の
は
、
施
設
が
少

な
い
こ
と
の
ほ
か
、
施
設
に
預
け
る
こ
と
に
不
安
を
持
つ
父
母
が

多
い
た
め
だ
。 

 

重
度
の
障
害
者
施
設
が
少
な
い
理
由
は
、
軽
度
の
も
の
に
比
べ

手
が
か
か
り
、
職
員
が
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
に
な
り
や
す
い
。
こ
れ

を
解
消
し
よ
う
と
す
れ
ば
職
員
数
を
増
や
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
人
件

費
が
か
さ
む
。 

 

こ
の
た
め
民
間
施
設
は
ソ
ッ
ポ
を
向
い
た
ま
ま
、
県
立
の
施
設

も
比
較
的
軽
度
の
も
の
に
限
っ
て
入
所
さ
せ
て
い
る
の
が
実
情

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
重
度
障
害
者
は
い
つ
ま
で
も
お
い

て
け
ぼ
り
を
食
い
、
一
番
先
に
措
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
が
一

番
後
に
な
る
と
い
う
現
象
が
今
後
も
ま
か
り
通
る
こ
と
に
な
る
。 

 

吉
田
さ
ん
は
こ
の
困
難
な
仕
事
に
あ
え
て
挑
戦
し
よ
う
と
い

う
わ
け
だ
。
障
害
者
へ
の
深
い
理
解
が
な
け
れ
ば
難
し
い
こ
と
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で
、
福
祉
の
実
践
者
と
し
て
の
勇
気
を
た
た
え
た
い
。 

 
施
設
名
の
騰
々
舎
は
良
賞
和
尚
が
よ
く
ロ
に
さ
れ
た
言
葉
で
、

吉
日
さ
ん
の
恩
師
、
下
村
湖
人
の
座
右
の
銘
で
も
あ
っ
た｢

任
運

騰
々｣

か
ら
取
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
言
葉
の
意
味
は｢

人
間
は
す
べ

て
運
命
の
中
に
生
き
て
い
る
も
の
と
は
い
え
、
騰
々
と
高
ら
か
に

生
き
る
道
を
め
ざ
す
も
の｣

と
い
う
こ
と
ら
し
い
。 

 

重
度
の
障
害
者
を
収
容
す
る
鉄
筋
平
屋
建
て
、
１
、
４
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
の
施
設
は
、
す
で
に
内
装
工
事
に
移
り
４
月
１
日
オ

ー
プ
ン
を
目
指
し
て
受
け
入
れ
準
備
を
急
い
で
い
る
。 

 

騰
々
舎
の
開
園
に
当
た
っ
て
吉
田
さ
ん
は｢

と
に
か
く
障
害
者

を
か
か
え
た
父
母
が
安
心
し
て
預
け
ら
れ
る
施
設
に
し
た
い｣

と

も
ら
す
。 

 

狭
き
“
療
護
の
門"

を
切
り
開
く
た
め
に
も
、
あ
と
に
続
く
民

間
施
設
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
立
派
な
お
手
本
を
示
し
て
も

ら
い
た
い
。 

  

私
た
ち
に
と
っ
て
15
周
年
記
念
誌
の
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。 

  
 

 

自
治
の
殿
堂
を
め
ざ
し
て 

 

騰
々
舎
運
営
の
基
礎
と
し
て
、
私
は
自
治
の
理
念
を
掲
げ
た
。

施
設
長
吉
田
哲
郎
と
指
導
員
（
こ
こ
で
は
相
談
員
と
改
称)

橋
本

祐
輔
が
そ
の
理
念
を
よ
く
理
解
し
、
実
地
に
移
し
て
進
展
さ
す
能

力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
最
大
の
幸
運
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は
理
念
を
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
実
地
に
地
道
に

そ
れ
を
展
開
す
る
実
践
に
お
い
て
は
不
得
手
で
あ
る
こ
と
を
よ

く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

長
い
年
月
を
か
け
、
遅
々
と
し
た
歩
み
の
中
を
、
利
用
者
た
ち

自
ら
が
こ
こ
ま
で
築
い
て
き
た
自
治
の
道
程
は
限
り
な
く
尊
い
。

深
刻
な
言
語
障
害
の
中
で
の
討
議
は
、
は
た
か
ら
見
れ
ば
た
だ
痛

ま
し
い
ば
か
り
で
あ
る
も
の
を
。 

 

ど
こ
を
向
い
て
も
他
人
同
志
の
集
団
生
活
。
４
人
の
雜
居
部
屋

生
活
。
日
課
に
よ
る
束
縛
の
生
活
。
安
全
採
護
の
名
の
下
の
管
理

生
活
。
－
こ
れ
で
は
心
も
体
も
不
自
由
に
取
り
固
ま
れ
た
生
活
で

あ
る
。
人
間
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
由
の
主
体
で
あ
り
、
自
己

決
定
の
存
在
で
あ
る
。
施
設
生
活
で
は
管
理
者
側
だ
け
が
束
縛
を

強
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
利
用
者
同
士
も
お
互
い
に
不
自
由
を

与
え
る
対
立
者
で
あ
る
。 

 

こ
の
根
本
的
矛
盾
は
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
集
団
生
活
者

の
苦
悩
は
深
刻
で
あ
る
。
心
あ
る
管
理
者
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
解

決
に
苦
悩
す
る
。
え
て
し
て
利
用
者
は
苦
悩
解
決
の
道
を
見
出
せ

な
い
時
、
不
満
、
抵
抗
の
形
を
と
り
、
い
き
お
い
、
そ
れ
は
管
理

側
の
抑
圧
を
よ
び
が
ち
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
に
は
も
は

や
福
祉
施
設
の
内
実
は
な
い
。
私
は
思
い
出
す
。
－
か
っ
て
老
人

福
祉
施
設
大
会
の
席
上
、
某
ホ
ー
ム
園
長
が｢

老
人
ホ
ー
ム
は
牧

場
と
同
じ｣

と
い
っ
て
い
た
こ
と
を
。
管
理
主
義
の
極
ま
っ
た
も

の
で
、
こ
の
人
の
心
に
は
福
祉
の
か
け
ら
も
な
い
。 

 

そ
れ
か
ら
救
わ
れ
る
た
め
に
は
利
用
者
中
心
、
利
用
者
の
自
己
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決
定
の
尊
重
と
い
う
福
祉
の
出
発
点
に
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
る
と
道
は
一
つ
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。｢

自
治｣

で
あ
る
。 

自
治
は
集
団
生
活
の
最
も
正
し
い
唯
一
の
方
法
で
あ

る
。
方
法
と
い
っ
た
か
ら
と
て
、
一
つ
の
便
法
と
考
え
て
は
な
ら

な
い
。
自
治
こ
そ
は
人
類
が
あ
る
べ
き
社
会
を
建
設
す
る
本
質
的

努
力
自
体
で
あ
る
。
自
治
は
社
会
人
と
し
て
の
最
高
の
倫
理
で
あ

る
。
日
本
の
今
日
の
底
な
し
沼
の
如
き
政
界
、
財
界
、
官
僚
界
の

腐
敗
は
す
べ
て
、
日
本
の
自
治
の
軽
視
、
し
た
が
っ
て
自
治
能
力

の
低
劣
さ
に
源
を
発
し
て
い
る
。
「
自
治
は
民
主
主
義
の
学
校
」

と
い
う
古
典
的
な
政
治
論
が
あ
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
私
は
自

治
は
民
主
主
義
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
い
た
い
。 

  
 

 

創
造･

喜
び･

謙
抑 

 

話
を
騰
々
合
に
戻
そ
う
。 

 

自
治
ー
自
分
た
ち
が
協
同
生
活
す
る
上
で
続
々
と
日
常
的
問

題
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
皆
で
考
え
て
決
め
て
行
く
、
解
決
し
て

次
へ
進
む
。
平
凡
な
雑
事
を
皆
の
ふ
つ
う
の
考
え
、
平
凡
な
声
の

中
で
整
理
し
、
深
め
あ
う
こ
と
。
そ
れ
が
自
治
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
新
し
く
決
め
て
守
り
ゆ
く
こ
と
だ
か
ら
、
創
造
で
あ

る
。
創
造
は
喜
び
で
あ
る
。
ヘ
り
く
だ
り
で
あ
る
。
皆
が
へ
り
く

だ
る
心
を
喜
び
あ
う
。
そ
れ
は
当
然
、
愛
と
よ
ば
る
る
ベ
き
も
の

で
あ
る
。
愛
、
創
造
、
謙
虚
。
こ
の
３
つ
が
単
に
言
葉
と
し
て
で

は
な
く
、
協
同
生
活
お
互
い
の
行
為
の
中
で
成
長
し
て
行
く
。 

 

『
10
周
年
記
念
誌
』
の
「
自
治
会
」
の
節
（
７
ベ
ー
ジ
）
に
、

自
治
会
の
緒(

い
と
ぐ
ち)

が
描
か
れ
て
い
る
。
見
事
に
。 

 

「
開
所
い
ら
い
年
１
回
の
部
屋
替
え
は
一
応
利
用
者
の
意
見
を

聞
き
な
が
ら
も
、
職
員
が
決
め
て
い
ま
し
た
。
４
～
５
人
部
屋
ゆ

え
、
全
員
が
納
得
の
い
く
結
果
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

な
ら
利
用
者
自
身
で
決
め
る
よ
う
に
提
案
を
し
た
と
こ
ろ
、
意
思

表
示
が
で
き
る
人
全
員
の
意
見
の
一
致
を
み
る
部
屋
割
り
を
し

た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
意
思
表
示
の
で
き
な
い
人
、
立
場
の
弱
い

人
へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
、
職
員
が
す
る
よ
り
も
納
得
の
い
く
部
屋

割
り
が
で
き
ま
し
た
。
誰
も
が
一
番
よ
い
場
所
を
取
り
合
う
だ
ろ

う
、
と
の
職
員
の
考
え
が
覆
さ
れ
ま
し
た
。
発
言
の
強
い
人
は
、

そ
れ
ゆ
え
に
良
い
場
所
を
取
ら
な
い
と
い
う
白
己
抑
制
を
し
た

の
で
す
。 

 

こ
う
し
て
開
所
か
ら
２
年
目
の
55
年
６
月
22
日
、
騰
々
舎
利

用
者
自
治
会
が
誕
生
し
、
利
用
者
の
み
な
ら
ず
、
職
員
の
考
え
方

に
も
成
長
す
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
」 

  
 

一
つ
の
峠
を
越
え
て 

 

県
の
藍
査
指
導
の
最
終
日
に
は
利
用
者
の
代
表
も
出
席
し
て

い
る
が
、
特
に
発
言
希
望
が
あ
る
と
き
は
話
し
合
い
も
持
た
れ
て

い
る
。
13
年
た
っ
た
１
９
９
０
年
の
監
査
時
の
こ
と
を
三
浦
志 
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奈
代
自
治
会
長
は
「
騰
々
舎
便
り
」
（
自
治
会
通
信
欄
）
１
９
９
１
年
３
月
号
に
「
１
年
を
振
り
返
っ
て
」
と
し
て
報
告
し
て
い
る
。
そ

の
う
ち
か
ら
２
節
を
。 

   
 

自
治
会
の
諸
問
題 

 
 

三
浦
志
奈
代 

 

自
己
責
任
の
要
求
ー
今
ま
で
は
施
設
周
辺
の
道
路
事
情
が
悪
い
た
め
、
周
辺
の
団
地
以
外
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
単
独
外
出
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
己
決
定
の
裁
量
を
広
げ
る
旨
の
起
案
書
を
自
治
会
が
起
こ
し
、
施
設
に
要
望
致
し
ま
し

た
。
こ
の
結
果
、
希
望
す
る
利
用
者
が
外
出
訓
練
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
至
る
ま
で
は
自
治
会
で
何
度
も
実
施
案
を
作
り

直
し
、
訓
練
す
る
利
用
者
は
家
族
と
の
話
し
合
い
を
重
ね
て
、
職
員
会
議
で
施
設
の
理
解
を
得
て
、
そ
の
訓
練
も
終
わ
り
、
外
出
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

厚
生
省
へ
要
望
－
１
９
９
０
年
６
月
25
、
26
日
に
県
の
監
査
指
導
が
あ
り
ま
し
た
。
監
査
終
了
後
に
監
査
員
と
自
治
会
の
懇
談
会
を

持
ち
ま
し
た
。
要
望
の
主
旨
は
単
独
外
出
、
職
員
の
増
員
、
個
室
化
の
３
点
で
こ
れ
は
事
前
の
申
し
込
み
に
対
し
て
、
県
障
害
福
祉
課
の

方
が
応
じ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
際
に
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
12
月
11
、
12
日
に
は
厚
生
省
の
監
査
官
に
要
望
書
を
提

出
し
、
意
見
交
換
を
し
ま
し
た
。
主
旨
は
職
員
の
増
員
、
個
室
化
の
２
点
で
し
た
。
単
独
外
出
に
つ
い
て
は
福
祉
行
政
課
の
監
査
官
に
明

確
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
で
し
た
。
私
た
ち
は
単
独
外
出
で
事
故
が
起
き
た
場
合
、
そ
の
責
任
は
自
己
決
定
の
で
き
る
利
用
者

個
人
が
負
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
理
解
を
求
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
監
査
官
は
「
い
く
ら
自
己
決
定
が
で
き
る
の
で
も
、

事
故
が
起
き
た
場
合
は
あ
な
た
方
を
お
あ
ず
か
り
し
て
い
る
施
設
管
理
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
」
と

い
う
意
見
で
し
た
。
私
た
ち
は｢

個
人
の
主
体
性
を
管
理
者
に
委
ね
て
い
る
わ
け
で
は
な
い｣

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
監
査
官
を

納
得
さ
せ
る
だ
け
の
説
明
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、｢

万
一
事
故
が
起
き
た
と
き
の
責
任
は
個
人
に
あ
る｣

と
い
う
こ
と
を
回
り
の
人

達
が
理
解
し
て
く
れ
る
ま
で
訴
え
続
け
ま
す
。
職
員
の
増
員
に
つ
い
て
は｢
検
討
し
て
い
ま
す｣

と
い
う
返
事
で
し
た
。
個
室
化
に
つ
い
て

は
、
「
人
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
一
番
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
含
め
て
予
算
内
で
均
等
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
国
も
前
向
き
に
検
討
し
て
い
る
段
階
で
す
」
と
い
う
返
答
だ
け
に
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

１
時
間
と
い
う
貴
重
な
時
間
を
割
い
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
私
た
ち
は
厚
生
省
と
い
う
だ
け
で
圧
倒
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
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に
呑
ま
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
多
く
聞
く
こ
と
が
で
き
ず
自
分
た
ち
の
考
え
て
い
る
十
分
の
一
も
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
で

す
。
提
出
し
た
要
望
書
に
ど
の
よ
う
に
答
え
を
い
た
だ
け
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
は
こ
の
日
の
た
め
に
み
ん
な
で
考
え
、
話
し

合
い
、
知
恵
を
絞
り
ま
し
た
。
今
回
の
監
査
官
の
意
見
交
換
で
私
が
感
じ
た
こ
と
は
、
私
た
ち
が
い
ま
社
会
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
投
げ

か
け
る
か
ら
に
は
、
も
っ
と
も
っ
と
自
分
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
自
覚
と
責
任
を
強
く
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し

ま
し
た
。 

  

一
つ
一
つ
峠
を
越
え
て
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
。
遅
々
た
る
歩
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
着
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。｢

こ
こ
に
自
治

あ
り｣

―
あ
え
て
私
は
そ
う
広
く
告
げ
た
く
な
っ
た
。 

  

注
―
共
同
生
活
の
眼
目
と
し
て
の
自
治
活
動
を
提
唱
し
、
日
本
の
青
少
年
団
体
の
教
育
を
実
践
し
た
人
に
下
村
湖
人(

｢

次
部
物
語｣

の

著
者)

が
い
る
。
氏
は
軍
国
主
義
全
盛
下
で
自
由
・
自
治
を
主
張
し
て
、
つ
い
に
公
職
を
追
わ
れ
た
。
身
命
を
賭
し
て
の
自
治
教
育
の
実

践
で
あ
っ
た
。｢

下
村
湖
人
全
集｣

（
国
土
社
刊
）
６
巻･

塾
風
教
育
と
共
同
生
活
訓
練 

 

（
１
９
９
３
年
５
月 

騰
々
舎

15
周
年
記
念
誌
よ
り
） 


