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小 

序 

二
〇
一
一
年
一
二
月 

 

奥
井
禮
喜 

  

二
〇
一
一
・
三
・
一
一
の
被
災
地
岩
手
県
宮
古
市
へ
応
援
に
行
く
バ
ス
に
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

「
天
災
に
せ
よ
、
人
災
に
せ
よ
、
一
人
で
は
豆
粒
み
た
い
に
非
力
な
人
間
が
協
働
し
た
か
ら
こ
そ
現

代
社
会
が
あ
る
の
だ
な
あ
」
。
こ
の
思
い
が
繰
り
返
し
脳
裏
に
点
滅
し
ま
し
た
。
ど
こ
か
で
誰
か
と

話
し
た
よ
う
な
心
地
で
し
た
。 

 

そ
う
だ
、
小
学
校
五
年
生
で
吉
野
源
三
郎
さ
ん
（1

8
9
9

～1
9
8
1

）
が
書
か
れ
た
「
君
た
ち
は
ど
う

生
き
る
か
」
（
復
刻
版
）
を
読
ん
で
感
じ
た
の
だ
。
そ
れ
は
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
一
九
三
七
年
に

書
か
れ
ま
し
た
。
山
本
有
三
さ
ん
（1

8
8
7

～1
9
7
4

）
編
纂
「
日
本
少
国
民
文
庫
」
全
一
六
巻
の

後

の
配
本
で
す
。
私
は
敗
戦
前
年
末
の
生
ま
れ
な
の
で
少
国
民
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
リ
ー
ズ
に
ど
ん

な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
知
っ
た
の
は
、
中
年
に
な
っ
て
、
偶
然
書
店
の
棚
で
岩
波
文
庫
に

収
録
さ
れ
た
の
を
買
い
求
め
、
再
読
し
て
初
め
て
知
っ
た
の
で
す
。
軍
国
主
義
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
暗

雲
が
覆
っ
た
。
自
由
な
表
現
が
で
き
に
く
い
と
き
、
な
ん
と
か
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
精
神
を
後
生
に
伝



 

え
た
い
願
い
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
中
学
一
年
生
の
コ
ペ
ル
君
の
成
長
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
子
供

向
け
だ
か
ら
や
さ
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
子
供
に
は
理
解
で
き
な
い
奥
深
さ
が
あ
り
ま
す
。 

 

コ
ペ
ル
君
は
叔
父
さ
ん
か
ら
世
の
中
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
私
は
コ
ペ
ル
君
と
一
緒
に
年
を
重
ね

て
き
た
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
思
い
の
中
か
ら
こ
の
本
を
書
き
ま
し
た
。 

 

一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
わ
ず
か
な
期
間
に
大
震
災
が
二
度
も
あ
り
ま
し
た
。
和
製
バ
ブ
ル
が
弾
け

て
存
分
に
回
復
す
る
間
も
な
く
、
世
界
金
融
危
機
が
発
生
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
の
掛
け
声
と
は
裏
腹
に

各
国
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
鎬
（
し
の
ぎ
）
を
削
っ
て
い
ま
す
。
首
相
は
一
九
九
三
年
細
川
首
相
以
来
一

人
一
・
三
年
で
交
代
し
て
い
ま
す
。
背
後
に
財
政
問
題
が
大
き
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
有
能
な
指
導
者
が
奮
闘
す
れ
ば
解
決
す
る
よ
う
な
事
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
社

会
・
国
と
は
ど
こ
に
そ
の
意
思
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
見
え
ま
せ
ん
。
実
在
す
る
の
は
自
分
の
み

で
す
。
国
と
は
私
で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
す
。
「
一
・
二
億
人
の
私
」
の
考
え
・
行
動
が
日
本
を

左
右
す
る
と
確
信
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
本
の
縦
糸
は
民
主
主
義
で
す
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
す
。
そ
し
て
、
み
ん
な
が
希
望
と
決
意

を
も
っ
て
参
加
す
る
目
標
と
し
て
「
崇
高
な
国
」
を
掲
げ
た
い
の
で
す
。
そ
れ
に
向
か
っ
て
「
協
働

す
る
社
会
」
を
創
造
す
る
た
め
に
、
お
互
い
に
考
え
た
い
と
い
う
願
い
で
書
き
ま
し
た
。





 

「

協

働

す

る

社

会

」

学 
─

働

く

・

学

ぶ

・

考

え

る

─

 



 

真
の
善
と
は
、
減
少
も
羨
望
も
伴
わ
ず
、 

す
べ
て
の
人
間
が
同
時
に
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
、 

自
分
の
意
思
に
反
し
て
失
う
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
も
の 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パ
ス
カ
ル
（
パ
ン
セ
）
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「協働する社会」学 

第
一
章 

労
働
の
人
間
化 

―
働
い
て
、
生
き
る
仕
組
み
に
つ
い
て 

 

働
く
誰
も
が
、
完
全
雇
用
と
人
間
ら
し
い
働
き
方
を
願
っ
て
い
る
。 

 

三
菱
電
機
の
人
事
マ
ン
中
川
俊
一
郎
が
「
労
務
管
理
の
基
礎
知
識
」
を
著
し
た
の
は
一
九
四
九
年

で
あ
る
。
大
先
輩
の
素
晴
ら
し
い
見
識
で
あ
る
。 

 

―
―
わ
れ
わ
れ
は
資
本
主
義
の
社
会
に
生
き
て
い
る
。
資
本
主
義
は
自
由
放
任
に
す
れ
ば
弱
肉
強

食
、
利
益
だ
け
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
資
本
主
義
が
是
か
非
か
の
問
題
で
は
な
く
、
制
度
と

は
そ
う
い
う
も
の
だ
。
―
― 

 

―
―
し
か
し
制
度
は
人
が
動
か
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
人
間
の
顔
」
を
し
た
資
本
主
義
の
運
用

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
制
度
の
適
用
を
受
け
て
働
い
て
い
る
の
は
人
間
で
あ
る
。
一
人
ひ
と
り
が

こ
れ
で
よ
い
と
コ
ミ
ッ
ト
で
き
る
運
用
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

前
線
で
活
躍
す
る
の
が
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第一章 労働の人間化 ―働いて、生きる仕組みについて 

人
事
部
で
あ
る
。
―
― 

 
敗
戦
後
の
大
混
乱
、
カ
ネ
と
力
が
大
手
を
振
っ
て
歩
く
時
代
だ
。
誰
も
が
自
己
中
心
で
ば
た
ば
た

あ
く
せ
く
し
て
い
る
。
そ
ん
な
困
難
な
時
代
に
、
企
業
人
事
い
や
国
家
百
年
の
大
計
を
考
え
社
会
に

訴
え
た
。
こ
れ
、
半
世
紀
以
上
を
経
た
現
代
も
変
わ
ら
な
い
人
事
観
で
あ
る
。
い
や
、
ま
さ
に
変
え

て
は
な
ら
な
い
真
理
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
雇
わ
れ
て
働
い
て
生
き
る
人
々
の
「
働
く
」
立
場
を
大
事
に
す
る
論
か
ら
始
め
よ
う
。 

過
去
の
成
功
へ
の
反
省 

 

明
治
維
新
（1

8
6
8

）
以
来
、
日
本
人
は
基
礎
技
術
も
組
織
理
論
も
な
い
地
点
か
ら
、
先
進
国
の
科

学
技
術
モ
デ
ル
を
模
倣
し
て
近
代
化
を
進
め
た
。
凄
ま
じ
い
も
の
だ
っ
た
。
大
混
乱
だ
っ
た
。 

夏
目
漱
石
（1

8
6
7

～1
9
1
6

）
に
よ
る
と
、 

―
―
西
洋
の
開
化
が
人
間
の
内
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
場
合
は
外
発
的
で

あ
る
。
単
純
に
外
面
的
に
真
似
を
し
て
も
底
が
浅
い
。
そ
れ
は
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
て
空
中
で
ば
た
ば

た
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
（
「
現
代
日
本
の
開
化
」1

9
1
1

）
―
― 

 

会
社
の
人
事
管
理
が
、
そ
れ
ら
し
く
な
っ
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
後
で
あ
る
。
初
め
て
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「協働する社会」学 

人
事
管
理
に
就
い
た
先
輩
た
ち
は
、
戦
前
の
人
事
管
理
の
再
建･

継
承
で
は
な
く
新
し
い
人
事
管
理

を
作
ろ
う
と
尽
力
し
た
。
以
前
は
人
事
管
理
が
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
。
暗
闇
の
手
探
り
で
あ
る
。

見
習
っ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
を
基
調
と
し
た
人
事
管
理
論
と
技
法
で
あ
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
個
人
の
自
立
・
自
我
・
個
性
や
自
己
の
確
立
を
前
提
に
し
た
ア
メ
リ
カ
の
手
法
が
容

易
に
導
入
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
人
は
、
上
意
下
達
、
お
上
依
存
の
精
神
風
土
が
長
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
導
入
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
流
は
「
仏
作
っ
て
魂
入
れ
ず
」
の
恐
れ
が
常
に
あ
っ
た
。
民

主
主
義
が
六
〇
年
を
経
て
も
な
お
未
成
熟
で
あ
る
の
と
根
っ
こ
は
同
じ
で
あ
る
。 

 

わ
が
国
民
は
高
度
経
済
成
長
（1

9
7
0

年
代
ま
で
）
に
よ
っ
て
大
量
生
産
と
大
量
消
費
の
物
質
文
明

を
獲
得
し
た
が
、
人
間
の
生
き
方
や
社
会
の
在
り
方
の
思
想
・
哲
学
へ
の
関
心
、
つ
ま
り
上
部
構
造

を
欠
い
た
ま
ま
、
目
に
見
え
る
も
の
、
見
掛
け
上
の
発
展
の
次
元
に
止
ま
っ
て
い
た
。 

 

あ
た
か
も
基
礎
工
事
を
手
抜
き
し
た
巨
大
構
築
物
で
あ
る
。
そ
の
ツ
ケ
は
産
業
社
会
の
文
化
、
あ

る
い
は
人
々
の
価
値
観
の
未
成
熟
と
し
て
、
今
日
の
日
本
社
会
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち

は
改
め
て
、
働
く
こ
と
の
基
礎
を
建
て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第一章 労働の人間化 ―働いて、生きる仕組みについて 

明
治
後
半
の
人
事
管
理 

 
日
本
に
お
け
る
人
事
管
理
の
淵
源
を
た
ど
れ
ば
封
建
思
想
が
顔
を
出
す
。 

 
明
治
維
新
ま
で
の
労
使
関
係
は
、
主
人
と
奉
公
人
、
親
方
と
徒
弟
の
関
係
で
あ
る
。
「
お
給
金
を

い
く
ら
に
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
要
求
し
て
は
い
け
な
い
。
休
日
は
盆
暮
れ
の
二
回
の
み
。
主
人
と

奉
公
人
の
関
係
は
主
従
関
係
で
あ
っ
て
、
仕
事
を
離
れ
て
も
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。
主
人
は
奉
公

人
の
生
殺
与
奪
の
権
利
を
持
つ
が
ご
と
し
で
あ
っ
た
。 

 

人
事
管
理
ら
し
き
こ
と
は
明
治
後
半
に
始
ま
る
。
当
時
の
人
事
管
理
モ
デ
ル
は
「
御
家
大
事
」

（
お
い
え
だ
い
じ
）
で
あ
る
。
た
だ
し
従
業
員
で
あ
る
番
頭
丁
稚
は
「
御
家
」
の
一
員
で
は
な
く
、

大
事
に
さ
れ
る
の
は
主
人
の
一
族
で
あ
る
。
従
業
員
は
自
分
を
抑
え
て
主
家
一
族
の
た
め
に
働
く
主

義
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
恭
順
し
て
働
け
ば
「
愛
い
奴
」
と
み
な
さ
れ
た
。
経
営
者
に
逆
ら
わ
な
け
れ

ば
温
情
的
で
優
れ
た
雇
用
制
度
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
企
業
一
家
主
義
」
は
民
主
的
な
雇
用
関
係
と

は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

明
治
末
に
工
場
法
が
で
き
て
も
、
人
事
・
労
務
管
理
が
何
で
あ
る
か
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

元
警
察
署
長
、
元
小
学
校
校
長
な
ど
が
人
事
責
任
者
と
な
り
、
温
情
、
情
実
、
権
威
、
威
嚇
的
な
人

事
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
に
入
り
戦
争
に
突
っ
込
む
と
、
今
度
は
軍
隊
が
工
場
に
入
り
、
も
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「協働する社会」学 

っ
と
ひ
ど
い
人
事
管
理
と
な
る
。 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
根
差
し
た
価
値
の
創
造 

 

産
業
心
理
学
の
草
分
け
、
桐
原
葆
見
（1

8
9
2

～1
9
6
8

）
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

 

―
―
労
働
科
学
は
人
間
の
労
働
を
研
究
す
る
実
践
科
学
で
あ
る
。
人
間
中
心
主
義
（
人
道
主
義
）

に
立
つ
。
そ
の
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
働
く
者
の
主
体
性
、
自
主
性
を
確
立
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

資
本
も
経
済
も
産
業
も
、
労
働
者
の
僕
（
し
も
べ
）
で
あ
る
。
（
「
疲
労
と
精
神
衛
生
」1

9
6
8

）
―

― 

 

―
―
雇
い
入
れ
は
、
経
済
上
で
は
賃
金
と
労
働
の
取
引
の
一
種
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
経
営

者
が
単
な
る
働
き
手
（h

a
n
d

）
を
得
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
協
力
者
を
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
良

き
協
力
者
を
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
努
力
が
、
や
が
て
そ
の
人
を
真
に
活
か
す
道
に
通
じ
て
い
る
。

（
「
労
働
の
科
学
」1

9
5
3

）
―
― 

 

し
か
し
二
一
世
紀
日
本
の
労
働
現
場
で
も
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
や
感
情
を
持
つ
人
格
で
あ

り
、
生
き
て
死
ぬ
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
深
く
考
え
な
い
労
働
事
情
が
ま
か
り
通
る
。 

「
労
働
に
は
三
つ
の
立
場
が
あ
る
」
と
越
河
六
郎
（
労
働
科
学
研
究
所
・
教
育
学
博
士
）
は
言
う
。
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第一章 労働の人間化 ―働いて、生きる仕組みについて 

こ
れ
も
大
事
な
視
点
で
あ
る
。 

 
①
「
働
か
せ
る
」
―
―
で
き
る
だ
け
生
産
性
を
高
め
る
。 

 
②
「
働
か
さ
れ
る
」
―
―
何
が
人
間
と
し
て

も
大
切
か
を
忘
れ
て
し
ま
う
、
忘
れ
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
う
。 

 

③
「
働
く
」
―
―
働
く
人
間
の
自
立
、
人
間
的
成
長
を
も
た
ら
す
働
き
方
。
そ
れ
が
真
の
生
産
性

だ
。 

 

そ
の
労
働
は
働
く
人
に
と
っ
て
も
、
価
値
を
生
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
働
く
人
に
と
っ

て
の
主
体
的
、
自
発
的
な
価
値
の
実
現
を
含
む
も
の
が
「
労
働
の
生
産
性
」
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
い
か
に
生
き
る
か
で
あ
る
。
自
分
ら
し
く
生
き

よ
う
と
本
気
に
な
る
と
き
、
労
働
の
自
発
性
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。 

社
会
の
た
め
に
働
く 

 

そ
の
実
に
印
象
的
な
場
面
を
、
東
日
本
大
地
震
（2

0
1
1
.
3
.
11

）
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
見
る

こ
と
が
で
き
た
。
あ
ま
り
に
巨
大
な
不
条
理
に
、
非
被
災
地
の
有
志
は
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な

く
な
り
、
復
旧
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
飛
び
出
し
た
。
現
地
で
は
毎
日
、
泥
だ
し
作
業
な
ど
肉
体
労
働
に
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励
ん
だ
。
単
純
な
労
働
で
あ
る
が
、
被
災
者
の
感
謝
や
喜
び
の
声
を
聞
く
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち

は
「
ほ
ん
と
に
大
き
な
何
か
を
得
た
よ
う
な
感
覚
」
「
喜
ん
で
く
れ
た
人
が
い
る
こ
と
が
嬉
し
い
」

「
も
っ
と
会
話
を
す
る
べ
き
だ
っ
た
。
こ
ん
な
に
影
響
力
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
知
っ
て
お
く
べ
き

で
し
た
」
と
涙
し
た
。
日
ご
ろ
の
会
社
の
仕
事
で
は
絶
え
て
久
し
い
体
験
で
あ
っ
た
。 

 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（1

9
0
6

～1
9
7
5

）
は
人
間
の
労
働
に
つ
い
て
三
段
階
の
区
分
を
考
え
た
。

い
わ
く
、l

a
b
o
r

、w
o
r
k

、a
c
t
i
o
n

。 

 
l
a
b
o
r

は
、
生
活
の
糧
を
獲
得
す
る
の
み
の
労
働
。
労
働
は
メ
シ
の
種
で
あ
り
苦
役
で
も
あ
る
。

仕
事
は
食
う
た
め
だ
。
嫌
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
じ
っ
と
我
慢
し
て
働
く
。
賃
金
は
我
慢
料
で
あ
る
。 

 
w
o
r
k

は
、
個
性
を
発
揮
す
る
意
義
の
仕
事
で
あ
る
。
自
分
が
も
っ
て
い
る
才
能
（g

e
n
i
u
s

）
を
存

分
に
発
揮
し
て
仕
事
に
打
ち
込
む
。 

 
a
c
t
i
o
n

は
、
労
働
で
も
仕
事
で
も
な
い
活
動
、
い
わ
ば
高
等
遊
民
が
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
、
し

た
い
よ
う
に
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
自
分
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
、
社
会
と
共
に
あ
る
こ

と
を
感
得
で
き
る
。
東
日
本
に
赴
い
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
は
ま
さ
に
、a

c
t
i
o
n

の
価
値
を
体
感
し

た
の
で
あ
っ
た
。 

「
労
働
の
人
間
化
」
と
は
、
本
人
がa

c
t
i
o
n

の
段
階
に
あ
る
わ
け
だ
。 
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豊
か
さ
ゆ
と
り
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代 

 
一
九
七
〇
年
代
ま
で
労
働
組
合
で
は
、
「
人
生
と
は
何
か
」
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
よ
う

な
課
題
を
勉
強
し
た
。
し
か
し
当
時
は
い
わ
ゆ
る
「
賃
上
げ
・
物
取
り
主
義
」
が
主
流
で
、
切
実
な

労
働
者
の
生
き
方
論
に
基
づ
く
労
働
運
動
の
提
起
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。 

 

明
治
維
新
以
降
、
日
本
が
西
洋
の
文
化
文
明
を
猛
烈
に
取
り
入
れ
て
追
い
つ
い
た
地
平
が
、
一
九

八
〇
年
代
の
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
だ
。
日
本
企
業
が
ア
メ
リ
カ
の
映
画
会
社
や

エ
ン
パ
イ
ヤ
ス
テ
ー
ツ
ビ
ル
を
買
収
し
た
。
日
本
の
地
価
は
ア
メ
リ
カ
全
土
を
買
え
る
ほ
ど
あ
っ
た
。 

 

一
九
八
二
年
、
西
武
百
貨
店
は
、
「
お
い
し
い
生
活
」
と
い
う
コ
ピ
ー
を
掲
げ
た
。
あ
な
た
の
人

生
に
と
っ
て
お
い
し
い
生
活
と
は
何
で
す
か
―
―
。
こ
れ
は
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（Q

u
a
l
i
t
y 

o
f
 
L
i
f
e
 

生
活

の
質
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
い
う
思
想
）
、
い
か
に
生
き
る
か
を
問
い
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八

四
年
は
中
流
意
識
が
九
〇
％
。
一
九
八
八
年
、
日
産
自
動
車
が
「
く
う
・
ね
る
・
あ
そ
ぶ
」
と
い
う

コ
ピ
ー
を
発
し
た
。
食
う
・
寝
る
・
働
く
だ
け
で
よ
い
の
か
を
問
う
た
。 

 

一
九
九
一
年
、
「
帰
り
た
い
け
ど
帰
れ
な
い
」
と
い
う
胃
腸
薬
の
Ｃ
Ｍ
コ
ピ
ー
が
は
や
っ
た
。
本

音
は
「
帰
り
た
く
な
い
か
ら
帰
ら
な
い
」
で
は
な
い
の
か
と
い
う
皮
肉
も
あ
っ
た
が
、
社
内
外
接
待

大
流
行
。
背
景
に
土
地
バ
ブ
ル
の
熱
気
が
あ
っ
た
。 
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一
九
九
三
年
ご
ろ
、
「
モ
ノ
か
ら
心
へ
の
時
代
」
「
豊
か
さ
ゆ
と
り
が
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
言
わ

れ
て
い
た
。
豊
か
さ
や
ゆ
と
り
は
モ
ノ
の
量
で
は
測
定
で
き
な
い
心
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し

「
心
」
と
い
う
課
題
を
人
々
は
具
体
的
に
表
現
で
き
な
か
っ
た
。
Ｑ
Ｏ
Ｌ
へ
の
価
値
観
転
換
チ
ャ
ン

ス
を
生
か
す
と
こ
ろ
ま
で
進
化
し
な
か
っ
た
。
ほ
ど
な
く
バ
ブ
ル
崩
壊
。 

 

シ
ャ
カ
リ
キ
や
っ
て
カ
ド
立
て
る
よ
り
適
当
に
や
り
ま
し
ょ
、
と
い
う
「
ホ
ド
ホ
ド
鳥
」
「
指
示

待
ち
族
」
が
増
加
し
た
。
一
方
「
過
労
死
」
も
目
立
っ
た
。
「
会
社
が
殺
し
た
」
と
家
族
が
訴
え
る
。

「
過
労
死
は
自
己
管
理
の
問
題
だ
」
と
い
う
反
論
も
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
会
社
は
死
ぬ
ま
で
働
け
と

は
言
わ
な
い
。
職
場
の
皆
は
自
分
の
こ
と
で
精
一
杯
、
他
人
の
応
援
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
家
族
は
、

妻
は
、
な
ぜ
夫
を
…
。
な
に
よ
り
一
番
の
問
題
は
本
人
で
、
死
ぬ
ま
で
働
く
の
は
な
ぜ
か
。
仕
事
が

好
き
だ
と
し
て
も
命
と
交
換
し
て
も
よ
い
ほ
ど
の
仕
事
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
。 

不
満
の
解
消
は
満
足
で
は
な
い 

 

高
度
成
長
前
、
働
く
現
場
は
給
料
も
労
働
環
境
も
良
く
な
い
か
ら
不
満
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
だ

か
ら
働
く
人
た
ち
は
不
満
を
率
直
に
ぶ
つ
け
、
元
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
て
、
働
き
、
遊
び
、
家
族

を
作
っ
て
そ
こ
そ
こ
の
レ
ベ
ル
に
到
達
し
た
。
と
り
あ
え
ず
の
不
満
は
消
え
去
っ
た
。
そ
れ
が
一
九
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八
〇
年
代
後
半
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
れ
か
ら
ど
う
す
る
の
か
。 

 
と
こ
ろ
で
不
満
が
な
く
な
れ
ば
満
足
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
満
足
が
持
続
す
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 
「
満
足
状
態
」
と
は
「
元
気
状
態
」
で
あ
る
。
元
気
な
人
は
「
何
か
」
を
や
り
遂
げ
た
い
と
い
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
（
意
思
）
を
持
っ
て
い
る
。
「
何
か
」
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
一
所
懸
命
走
る
。
そ
の

状
態
で
は
た
ぶ
ん
不
満
が
あ
っ
て
も
障
害
で
は
な
い
。
逆
に
阻
害
要
因
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
達

成
し
た
い
と
い
う
元
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
強
く
な
る
。
そ
れ
が
達
成
で
き
る
と
ど
う
な
る
か
。
一
九
八

〇
～
九
〇
年
代
の
日
本
人
が
到
達
し
て
い
た
の
は
、
目
標
喪
失
の
虚
脱
感
で
は
な
か
っ
た
か
。 

 

ヒ
ラ
の
勤
め
人
が
社
用
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
た
。
別
の
ヒ
ラ
は
毎
週
住
宅
情
報
誌
を

買
う
。
自
宅
の
資
産
価
値
の
値
上
が
り
で
ニ
タ
ニ
タ
し
て
い
た
。
「
不
快
を
克
服
」
す
る
た
め
に
が

ん
ば
っ
た
時
代
か
ら
、
「
愉
快
の
創
造
」
に
が
ん
ば
る
時
代
へ
の
分
岐
点
に
立
っ
て
い
た
は
ず
な
の

だ
が
、
残
念
な
が
ら
バ
ブ
ル
に
オ
ツ
ム
が
鈍
り
、
眼
が
霞
ん
で
い
た
ら
し
い
。 

大
失
業
時
代
か
ら
会
社
至
上
主
義
へ 

 

バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
リ
ス
ト
ラ
、
成
果
主
義
、
コ
ス
ト
至
上
主
義

が
猛
然
と
走
り
出
し
た
。
「
会
社
が
こ
け
た
ら
元
も
子
も
な
い
」
と
い
う
会
社
至
上
主
義
が
支
配
す



19 

「協働する社会」学 

る
。
ク
ビ
切
り
反
対
に
立
ち
上
が
る
は
ず
の
労
働
組
合
の
旗
が
立
た
な
く
な
っ
た
。
職
場
の
声
な
き

声
の
諸
君
は
首
を
す
く
め
て
蛸
壺
に
隠
れ
た
み
た
い
。 

 

某
テ
レ
ビ
「
大
失
業
時
代
が
来
る
か
」
と
い
う
番
組
。
勤
め
人
は
い
か
に
自
衛
す
る
か
。
ゲ
ス
ト

の
経
済
学
教
授
が
「
ど
こ
の
会
社
に
行
っ
て
も
通
用
す
る
技
術
を
身
に
つ
け
ろ
」
と
発
言
し
た
。 

 

し
か
し
そ
れ
は
な
い
も
の
ね
だ
り
だ
。
多
く
の
勤
め
人
は
ど
こ
の
会
社
に
行
っ
て
も
通
用
で
き
な

い
か
ら
四
苦
八
苦
し
て
い
る
。
私
は
「
後
ろ
か
ら
ド
突
か
れ
、
前
か
ら
引
っ
張
ら
れ
、
肩
を
た
た
か

れ
て
首
の
皮
一
枚
に
な
っ
て
も
今
の
会
社
に
し
が
み
つ
け
」
と
言
っ
た
。
ス
タ
ジ
オ
の
拍
手
を
受
け

た
も
の
だ
っ
た
。
ど
こ
の
会
社
に
行
っ
て
も
通
用
す
る
エ
リ
ー
ト
な
ん
て
二
割
も
い
る
か
、
こ
れ
、

八
割
の
多
数
派
の
皆
さ
ん
の
話
で
あ
る
。 

 

中
国
に
赴
任
し
た
日
本
企
業
の
駐
在
員
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
初
め
駐
在
員
た

ち
は
「
早
く
日
本
に
帰
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
「
帰
り
た

く
な
い
」
と
様
変
わ
り
す
る
。 

 

た
と
え
ば
某
繊
維
企
業
駐
在
員
・
現
地
社
長
の
某
氏
、
帰
国
し
て
本
社
会
議
に
臨
む
。
誰
も
発
言

し
な
い
。
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
。
周
り
の
連
中
が
し
ら
け
て
い
る
。
同
期
か
ら
、
「
お
ま
え
、
な

ん
で
そ
ん
な
に
熱
く
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
言
わ
れ
頭
に
き
た
。 
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北
京
の
半
導
体
工
場
社
長
「
中
国
の
ほ
う
が
面
白
い
。
国
内
で
や
り
た
い
こ
と
の
意
見
を
出
し
て

も
乗
っ
て
こ
な
い
。
中
国
で
は
責
任
は
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
や
り
た
い
こ
と
が
実
現
で
き

る
」
と
語
っ
た
。
「
勤
勉
と
い
う
言
葉
は
い
ま
や
中
国
人
の
た
め
に
あ
る
」
と
も
。 

 

日
本
企
業
の
社
内
で
は
悪
し
き
官
僚
主
義
が
は
び
こ
っ
て
い
た
。
言
う
べ
き
こ
と
を
言
わ
な
い
、

自
己
保
身
、
他
人
の
こ
と
は
見
な
い
、
組
織
離
れ
、
会
社
離
れ
が
進
ん
で
い
た
。 

不
快
の
時
代 

 

二
〇
〇
三
年
「
今
職
場
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
―
―
人
事
シ
ス
テ
ム
崩
壊
の
危
機
を
克
服
す

る
た
め
に
―
―
」
と
題
し
て
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。 

 

結
論
、
「
職
場
に
は
、
や
る
気
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
三
つ
が
不
在
」
と

い
う
。 

 

英
語
で
は
、
モ
ラ
ー
ル
（m

o
r
a
l
e
 

や
る
気
・
士
気
）
に
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
（c

o
n
f
i
d
e
n
c
e
 

信
頼
）
と
プ
ラ
イ
ド
（p

r
i
d
e
 

誇
り
）
が
含
ま
れ
る
。
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
人
事
管
理
は
、
社
員
に

役
立
た
ず
、
負
け
組
な
ど
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
、
仲
間
と
の
競
争
を
あ
お
っ

た
。
こ
れ
、
働
く
人
の
士
気
を
高
め
は
し
な
か
っ
た
。 


