
朝
起
き
て
顔
を
洗
い、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み、
洗
櫂
を
す
る。
服
を
蒲
替
え、
働
き、
食
材
を
選
ぶ。
夜
が
更
け、
読
書
を
終
え
て、
ベ
ッ
ド
に

入
る。
こ
う
し
た
な
に
げ
な
い
日
常
的
行
為
を、
そ
れ
が
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
こ
と
を
こ
れ
厄
ど
切
実
に
感
じ
な
が
ら
繰
り
か
え
す
日
々

は、
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か。
明
日
も
普
段
通
り
の
日
が
訪
れ
る
こ
と
を、
半
ば
祈
る
よ
う
に
終
え
る
今
日。

日
常
経
験
の
多
く
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
行
わ
れ
る。
そ
れ
ゆ
え、
そ
れ
ら
は、
文
学、
演
劇、
舞
踏、
美
術
な
ど
の
創
作
行
為
や
そ
こ
か
ら

現
れ
る
虚
構
の
世
界
を
通
し
て
省
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る。
け
れ
ど
も、
目
に
見
え
な
い
ウ
ィ
ル
ス
と
の
戦
い
が
続
く
い
ま、
毎
日
を
送
る
日
常

が
遠
い
現
実
の
よ
う
ltC‘
仮
構
の
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る。
親
し
い
人
と
会
え
ず、
モ
ノ
に
触
れ
る
こ
と
を
戸
惑
い、
旅
す
る
こ
と
は

憚
ら
れ、
食
べ
る
と
き
は
声
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る。
そ
し
て、
マ
ス
ク
で
覆
わ
れ
た
鼻
と
口
で
は
思
い
切
り
空
気
を
吸
う
こ
と
が
で
き
な
い。

生
き
て
い
る
こ
と
を
輝
か
す
仕
方
に
こ
と
ご
と
く
恙
が
か
ぶ
せ
ら
れ
て
い
る。
厄
介
な
ウ
ィ
ル
ス
に
抗
う
こ
と
は
で
き
ず、
た
だ
生
存
を
維
持
す

る
こ
と
で
梢一
杯
の、
非
日
常
的
な
日
々
に、
わ
た
し
た
ち
は
日
常
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る。

こ
ん
な
状
況
下
に、
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
中
の
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
で
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
の
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら』
が
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
記

事
を
思
い
だ
し
た。
一
九
九
三
年
夏
に、
電
気
趾
線
が
露
出
し、
物
が
散
乱
し
た
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
の
劇
場
で、
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
が
演
出
し
た

の
だ
っ
た。
戦
闘
行
為
が
日
常
化
し
た
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
で
は、
日
常
を
ま
と
も
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
が、
そ
れ
で
も
人
び
と
は
『
ゴ

ド
ー』
の
舞
台
を
観
る
た
め
に、
劇
場
へ
と
足
を
運
ん
だ。
ソ
ン
タ
グ
に、
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
生
活
を
永
遠
に
続
け
る
こ
と
が
で
き
る」
と
い

う
人
も
い
た
と
い
う。
待
つ
こ
と
が
自
己
目
的
化
し、
何
を
待
っ
て
い
る
の
か
さ
え
分
明
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
日
々
に、
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
市
民
は

序

日
常
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ



ベ
ケ
ッ
ト
演
劇
で
演
じ
ら
れ
る
日
常
を
見
て、
み
ず
か
ら
の
日
常
を
手
繰
り
寄
せ
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い。
ゴ
ド
ー
を
待
ち
つ
づ
け
る
ニ

人
の
浮
浪
者
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
と
エ
ス
ト
ラ
ゴ
ン
は、
何
か
を
し
よ
う
と、
た
と
え
ば、
体
操
を
し
よ
う
と
す
る。
だ
が、
彼
ら
は
す
ぐ
に
や
め
て

し
ま
う。
深
呼
吸
で
も
し
よ
う
と
い
う
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
に、
エ
ス
ト
ラ
ゴ
ン
は
呼
吸
も
し
た
く
な
い
と
返
す。
二
人
は
慣
習
的
な
行
為
を
行
う
こ

と
が
面
倒
に
な
り、
あ
る
い
は
中
止
し
て
し
ま
う
の
だ。
彼
ら
の
歩
き
方
も、
坐
り
方
も、
ぎ
こ
ち
な
い。
そ
の
よ
う
な
演
技
を
目
の
前
に
し
た

サ
ラ
エ
ヴ
ォ
の
人
び
と
は、
日
常
的
行
為
と
は
何
か、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
何
な
の
か、
待
ち
つ
づ
け
る
日
々
の
先
に
は
何
が
あ
る
の
か、
考

え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う。
い
ま
を
生
き
る
わ
た
し
た
ち
も、
同
様
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る：··：
日
常
の
「
自
己
呈
示」
(
E
・
ゴ
フ
マ

ン）
な
ど
と
考
え
る
余
裕
も
な
く、
剥
き
出
し
の
生
命
の
傷
つ
き
や
す
さ
に
向
き
合
わ
さ
れ
て
い
る。

生
存
の
条
件
の
確
保
す
ら
困
難
な
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
で、
む
し
ろ
日
常
的
に
訪
れ
た
の
は
死
だ
っ
た。
し
か
も
そ
の
死
は、
突
然
に
不
意
に
訪
れ

る。
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
リ
ン
ギ
ス
は、
共
通
の
民
族
性
や
言
語、
真
理、
制
度
と
い
っ
た
も
の
を
共
有
す
る
こ
と
も
な
い

「
何
も
共
有
し
て
い
な
い
者
た
ち
の
共
同
体」
に
つ
い
て
諭
じ
て
い
る
（
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
で
『
ゴ
ド
ー』
を
演
じ
た
役
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
襲
団
を

出
自
と
し
て
い
た）。
そ
の
共
同
体
は、
閉
鎖
的
で
均
質
的
な
も
の
で
は
な
く、
一
人
ひ
と
り
の
身
体
の
可
傷
性
と
苦
し
み、
そ
し
て
死
が
関
係
づ

け
る
共
同
体
で
あ
る。
リ
ン
ギ
ス
は
こ
う
い
う。
「
人
は、
自
分
が
苦
し
む
よ
う
に、
誰
も
が
苦
し
む
よ
う
に、
肉
を
も
っ
た
身
体
が
苦
し
む
よ
う
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に、
苦
し
む。」
こ
の
苦
し
み
を
知
る
人
は、
他
者
が
「
ひ
と
り
き
り
で
死
ん
で
い
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に」、
そ
の
人
に
手
を
差
し
伸
べ
る。
だ

が、
戦
時
下
で
多
く
の
人
が
ひ
と
り
き
り
で
訛
に
も
知
ら
れ
な
い
ま
ま
死
ん
で
ゆ
く
よ
う
に、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
襲
わ
れ
た
今
日
に
お
い

て
も、
親
し
い
人
に
看
取
ら
れ
な
い
ま
ま、
膨
大
な
数
の
人
が
去
っ
て
い
っ
た。

こ
の
よ
う
な
日
々
が
放
つ
絶
望
が
地
球
的
規
模
で
人
び
と
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
が
り、
触
れ
よ
う
と
す
る
手
を
拒
む。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ

、
、
、

ン
・
プ
ラ
ン
は、
「
触
れ
る
手
に
よ
っ
て、
あ
る
い
は
触
れ
よ
う
と
望
む
手
紀
よ
っ
て、
人
間
は、
〈
人
間
の
活
動
の
場
を
な
す
諸
存
在
の
デ
ィ
ア

、
、
、

ス
ポ
ラ〉
が
展
間
す
る
枇
界
の
原
野
を
探
検
す
る」
と
述
べ
た。
触
れ
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り、
自
己
は
他
者
の
み
な
ら
ず、
み
ず
か
ら
に
も

向
か
う
が、
そ
の
と
き
他
者
と
の
あ
い
だ
に
は
触
れ
え
な
い
も
の
か
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う。
し
か
し、
こ
の
「
あ
い
だ」
で、
デ
ィ
ア
ス
ボ

ラ
ー
—_
故
郷
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
人
び
と

1
と
な
っ
た
自
已
は
孤
独
を
噛
み
締
め
な
が
ら、
み
ず
か
ら
を
見
つ
め、
他
者
と
世
界
と
の
関
係
の



な
か
に
身
を
置
き
入
れ
る。
け
れ
ど
も
い
ま、
触
れ
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
わ
た
し
た
ち
は、
知
ら
ぬ
間
に
こ
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
原

野
に
放
り
出
さ
れ、
他
者
や
世
界
と
の
測
り
方
も
決
め
ら
れ
な
い
ま
ま、
紡
他
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い。
原
野
と
化
し
た
日
常
に
身
を
置
き

入
れ、
わ
た
し
た
ち
は
遠
く
で
と
ど
ろ
く
雷
鳴
の
よ
う
に、
日
常
の
崩
壊
の
危
険
を
察
知
し
な
が
ら、
な
ん
と
か
そ
の
爆
音
を、
日
々
目
に
す
る

芸
術
や
耳
に
す
る
音
楽、
小
説
や
詩、
映
画、
そ
し
て
日
々
の
糧
を
得
る
食
卓
を
通
じ
て
や
り
過
ご
し、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
原
野
を
探
検
す
る
手

と
手
が
出
会
う
日
々
を、
待
っ
て
い
る。
原
野
で
は、
日
々
を
彩
っ
て
い
た
語
ら
い
や
交
わ
り
が
ど
れ
低
ど
の
美
し
さ
と
し
な
や
か
さ
と
強
さ
を

も
っ
て
い
た
の
か
を
痛
感
す
る。
そ
ん
な
あ
た
り
ま
え
だ
っ
た
も
の
が
実
は
奇
跡
だ
っ
た
と。
そ
の
奇
跡
は、
待
つ
こ
と
の
先
に、
希
望
を
約
束

し
て
も
い
た。

•
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日
常
を
主
題
に
し
た
本
論
集
は、
二
0一
八
年
春
に
企
画
さ
れ
た。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は、
筑
波
大
学
に
招
い
た
齋
藤
百
合
子
氏
に
よ
る

日
常
の
美
学
に
閲
す
る
講
演
だ
っ
た。
齋
藤
氏
は、
『
日
常
の
美
学』
（
二
0
0
七）、
『
身
近
な
も
の
の
美
学

日
常
生
活
と
世
界
の
創
出』

（
二
0一
七）
を
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
か
ら
出
版
す
る
な
ど、「
日
常
の
美
学」
研
究
を
牽
引
し
て
い
る。
西
洋
美
学
が
も
っ
ば
ら
「
フ
ァ

イ
ン
・
ア
ー
ツ」
を
議
論
の
対
象
と
し
て
き
た
の
に
対
し、
日
常
の
芙
学
の
研
究
は、
美
学
が
本
来
重
要
視
し
て
き
た
感
覚
的、
感
性
的
な
経
験

の
あ
り
方
を
芙
学
の
議
論
に
取
り
戻
す
こ
と
に
挑
む。
齋
藤
氏
は
こ
う
し
た
感
性
を
論
じ
る
に
あ
た
り、
日
本
の
日
常
生
活
に
浸
透
す
る、
茶
道

か
ら
育
ま
れ
た
ワ
ビ・
サ
ビ
の
美
学
に
言
及
し
て
い
る。
寂
庵
宗
澤
は
『
禅
茶
録』
(-
八
二
八）
に
お
い
て、
ワ
ビ
と
は
何
か
を
欠
い
て
い
る
こ

と
を
欠
乏
と
し
て
は
感
じ
な
い
し、
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
不
足
と
し
て
み
な
さ
な
い
と
述
べ
た
が、
こ
の
宗
澤
の
言
葉
を
ふ
ま
え、
齋
藤

氏
は、
西
洋
の
実
存
主
義
で
は一
時
的
で
あ
る
こ
と
や
不
完
全
で
あ
る
こ
と
は
絶
望
や
嫌
悪
感
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
が、
日
本
の
美
学
的
伝

統
で
は
そ
れ
ら
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
状
態
を
美
学
化
し
て、
世
界
に
存
在
す
る
た
め
の
戦
略
と
し
て
い
る
と
い
う。
日
常
の
美
学
と
な
ら
び
不
完
全

*
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な
も
の
の
美
学
か
い
ま
注
目
を
集
め
て
い
る
の
も、
「
完
全
性」
を
強
要
し
た
結
果
「
疲
労
し
た」
現
代
社
会
で
生
き
延
び
る
た
め
の―
つ
の
道

を
模
索
し
て
い
る
現
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い。
本
論
集
を
編
む
過
程
で
わ
た
し
た
ち
は、
は
か
ら
ず
も、
非
日
常
化
さ
れ
た
日
常
を
生
き
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
た。
本
書
に
よ
っ
て、
佃
々
の
か
け
が
え
の
な
い
日
常
と、
社
会
的
な
日
々
を
生
き
る
上
で
必
要
な
「
芙
し
さ」
を
再
考
し、
そ
し



て
傷
つ
い
た
日
々
を
癒
し
た
い
と
願
う。
日
常
こ
そ
が、
日
々
を
生
き
る
た
め
の
究
極
な
治
療
薬
だ
ろ
う
か
ら。

す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が、

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
美
術
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
も、
命
令
に
従
っ
て
機
械
の
よ
う
に
働
い
て
仕
上
げ
た
完

璧
さ
は
労
働
の
喜
ひ
の
喪
失
を
示
す
も
の
だ
と
し
て、
中
世
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
残
る
石
エ
た
ち
の
不
完
全
さ
を
刻
む
手
の
跡
を
む
し
ろ
称
え
た。

な
ぜ
な
ら
ば、
「
そ
の
よ
う
な
欠
点
だ
ら
け
の
断
片
か
ら、
手
を
入
れ
た
す
べ
て
に
お
い
て
そ
の
欠
点
を
隠
さ
ず
に
あ
ら
わ
し
つ
つ、
彼
ら
は
荘
厳

に
し
て
非
難
の
余
地
の
な
い
全
体
を
悠
然
と
立
ち
上
げ
る」
か
ら
で
あ
る。
石
エ
た
ち
の
手
の
跡
に
ラ
ス
キ
ン
は、「
創
意
工
夫
を
す
る
者
の
気
持

ち
の
こ
も
っ
た
手
技」
を
見
出
し
た。
こ
の
手
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
は、
人
間
の
生
命
の
本
質
を
取
り
戻
す
試
み
で
も
あ
っ
た。
ラ
ス
キ
ン
の
思
想

の
強
い
影
盟
を
受
け
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
は、
一
八
六一
年、
中
世
の
ギ
ル
ド
の
よ
う
に
芸
術
家
＂
職
人
が
協
働
し
て
家
具
や
装
飾
芸
術
を

制
作
す
る
商
会
を
設
立
し
た。
こ
の
商
会
の
発
足
が、
の
ち
の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
を
導
く。
こ
の
運
動
で
は、
芸
術
家
ll
職
人

が
制
作
す
る
調
度
品
が
生
活
を
彩
る
芸
術
的
な
生
活
に
お
い
て、
労
働
す
る
身
体
と
消
黄
し
観
賞
す
る
身
体
と
の
境
界
を
振
動
さ
せ
る
こ
と
も
企

て
ら
れ
た。
消
費
し
観
費
す
る
だ
け
で
は
な
く、
あ
る
い
は
制
作
し
労
働
す
る
だ
け
で
は
な
く、
芸
術
を
日
常
に
お
い
て
経
験
す
る
身
体
が
現
れ

た
の
た
っ
た。
た
だ、
モ
リ
ス
ら
か
制
作
し
た
家
具
や
装
飾
の
購
入
者
層
は
裕
福
な
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
で
あ
り、
労
働
者
階
級
の
生
活
を
「
美
し
く」

モ
リ
ス
の
生
活
と
美
学
を
結
ぶ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
出
発
点
が
ラ
ス
キ
ン
が
称
賛
し
た
「
不
完
全」
な
手
の
跡
で

あ
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る。

ラ
ス
キ
ン、

誓
を
与
え
た。
モ
リ
ス
の
手
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
は、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
を
介
在
し
て、
柳
宗
悦
や
濱
田
庄
司
ら
の
「
民
藝」
に
も
大
き
な
影

二
0
ニ
―
＼
二
二
年、
国
立
近
代
美
術
館
は
「
柳
宗
悦
没
後
六
0
年
記
念
展

民
藝
の一
0
0
年」
を
開
催
し、
無
印
良
品
は、
民

藝
と
同
様
に
「
日
々
の
く
ら
し
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
い
く
よ
う
に、
も
の
つ
く
り
を
続
け
て
い」
る
こ
と
を
確
認
す
る
機
会
と
し
て、
「
民
藝

*
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生
活
芙
の
か
た
ち」
展
を
日
木
各
地
で
間
い
た。
齋
藤
氏
は
著
書
『
身
近
な
も
の
の
美
学』
に
お
い
て、
無
印
良
品
の
ア
ー
ト
デ
ィ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
行
う
原
研
哉
氏
が
い
う
「
空
／
エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス」
を、
日
本
の
美
学
的
伝
統
で
重
視
さ
れ
る
他
者
へ
の
思
い
や
り
の―
つ
の
現
れ

と
し
て
み
て
い
る。
原
氏
は、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て、
自
己
を
い
わ
ば
「
空
っ
ぽ
な
器」
の
よ
う
に
し
て
他
者
の
考
え
に
耳
を
傾
け

時
代
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば

＋
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る
こ
と
を
求
め
て
い
る。
「
空
っ
ぽ」
は、
お
互
い
を
理
解
し
合
う
た
め
に
必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
な
の
で
あ
る。
原
氏

は、
無
印
良
品
が
「
空
っ
ぽ」
と
い
う
日
本
の
美
学
を
重
視
し
て
い
る
の
は、
使
阻
者
の
自
由
に
任
せ
て
製
品
を
使
用
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い

か
ら
で
あ
る
と
い
う。
二主
っ
圏]
な
製
品
は、
使
用
者
か
そ
れ
を
用
い
る
際
の
身
体
の
動
き
や
感
覚
を
大
軍
に
し
た
こ啜
の
深
い」
も
の
な
の

*
lc

 
だ。伝

統
的
な
美
学
で
は
鑑
賞
者
の
態
度
に
重
き
が
お
か
れ
る
が、
日
常
の
美
学
の
研
究
で
は、
こ
の
よ
う
な
使
用
者
の
身
体
の
感
覚
や
日
々
の
活

動
を
行
う
身
体
の
経
験
に
分
け
い
っ
て
ゆ
く。
こ
れ
は、
ジ
ョ
ン・
デ
ュ
ー
イ
が
『
経
験
と
し
て
の
芸
術』
(-
九
五
九）
で
論
じ
た
こ
と
か
ら
引

バ

ラ
デ
ィ
、
ク
r、
テ
ィ
ッ

ク

き
維
が
れ
た
思
考
で
あ
る。
デ
ュ
ー
イ
は、

規
範
的
な
芸
術
が、
芸
術
を
見
る
／
聴
く
者
か
ら
作
品
を
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
隔
て、
距
離

を
と
っ
て
主
紀
視
覚
と
聴
覚
を
通
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
を
求
め
て
ぎ
た
こ
と
を
批
判
し
た
ー
ーー
「
芸
術
が
分
離
さ
れ
た
領
域
へ
と
持
ち
こ
ま
れ
る。

そ
こ
は、
人
間
が
努
力
し、
経
験
し、
達
成
す
る
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
マ
テ
リ
ア
ル
や
目
的
と
結
び
つ
く
も
の
か
ら
隔
て
ら
れ
た
領
域
で
あ

*
ni
 

る
二
隔
離
さ
れ
た
領
域
が
「
芸
術」
だ
と
す
れ
ば、
日
常
の
美
学
は、
そ
の
囲
い
を
取
り
払
い、
日
常
に
お
け
る
経
験
を
「
美
学」
の
領
域
へ
と

＊ぃ

参
入
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る。

た
と
え
ば、
齋
藤
氏
は、
洗
濯
を
行
う
経
験
や
感
覚
を
論
じ
る。
洗
剤
や
柔
軟
剤
の
選
択
や
干
し
方、
た
た
み
方、
ア
イ
ロ
ン
の
仕
方
に
は、
個

人
的
な
好
み
（
美
学）
が
反
映
さ
れ
る。
コ
ー
ヒ
ー
の
染
み
が
白
い
シ
ャ
ツ
に
つ
い
て
い
て
も
シ
ャ
ツ
の
機
能
に
は
問
題
が
な
い
の
に、
そ
の
よ

う
な
シ
ャ
ツ
を
蒲
る
人
は
消
潔
感
が
な
い
と
み
な
さ
れ、
あ
る
い
は
染
み
の
つ
い
た
シ
ャ
ツ
を
夫
に
着
せ
る
妻
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

よ
う
に、
洗
濯
に
は
着
用
者
の
外
見
の
評
価
や
家
庭
の
評
価
も
関
わ
っ
て
く
る。
ま
た、
ア
メ
リ
カ
で
は
景
観
上
の
理
由
か
ら、
洗
濯
物
の
外
干

し
に
反
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
る
と
い
う。
外
干
し
は、
貧
困
を
も
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る。
だ
が、
近
年、
洗
濯
と
環
境
問
題
が
リ
ン
ク

し、
洗
剤
の
リ
ン
酸
塩
や
乾
燥
穆`
の
使
用
が
間
題
視
さ
れ
る
よ
う
陀
な
っ
た。
こ
の
よ
う
陀、
洗
濯
と
い
っ
た
家
事一
っ
と
っ
て
も、
個
人
の
感

覚
に
も
と
づ
く
好
み
や
他
者
か
ら
の
評
価、
社
会
的
格
差
の
問
題、
環
境
問
題
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
「
美
学」
が、
世
界
と
地
続

*
Is
 

き
で
関
わ
っ
て
い
る。
だ
か
ら、
日
常
は
世
界
を
変
え、
創
出
す
る
力
を
も
っ
て
い
る。

本
来、
日
常
的
行
為
は
日
々
に
お
い
て
あ
ま
り
省
察
さ
れ
る
こ
と
な
く、
冒
頑
で
触
れ
た
よ
う
に、
厄
と
ん
ど
無
意
識
に
行
わ
れ
る。
社
会
学



者
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
は、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

わ
れ
わ
れ
は
日
々
の
生
活
を
送
る
が、
そ
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
行
う
ほ
と
ん
ど
の
行
為
に
理
由
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い。
わ
れ
わ
れ

は
た
だ
着
替
え
た
り、
た
だ
歩
き
ま
わ
っ
た
り、
テ
レ
ビ
番
組
に
出
た
り
す
る。
こ
れ
ら
の
こ
と
は、
日
々
の、
説
明
も
求
め
ら
れ
な
い
社

会
的
活
動
が
織
り
な
す
薄
織
物
の
一
部
で
あ
る。
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
な
ぜ
行
う
の
か
そ
の
理
由
を
言
う
の
は
難
し
い。
言
え
る

の
は
た
だ、
そ
こ
に
そ
れ
ら
の
行
為
が
あ
り、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
を
行
う
と
い
う
こ
と
だ
け
だ。
わ
れ
わ
れ
は、
そ
れ
ら
を
行
う
メ
カ
ニ

*10
 

ズ
ム
に
縛
ら
れ
て
い
る。

ギ
デ
ン
ズ
の
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
は、
時
代
に
よ
り、
ま
た
道
徳
観
や
価
値
観
に
よ
り
変
わ
る。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
実
は
「
縛
ら
れ」
な
が
ら
わ

た
し
た
ち
が
日
々
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら、
個
々
の
日
常
の
地
平
は、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
共
有
す
る
集
団
の
地
平
へ
と
接
続
し

て
い
る
こ
と
に
な
る。
先
の
ギ
デ
ン
ズ
の
言
葉
を
受
け
て、
『
文
化
と
日
常
生
活』
（
二
0
0
五）
を
著
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド・
イ
ン
グ
リ
ス
は、
な

ぜ
平
凡
で
陳
腐
な
日
常
生
活
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
自
問
し、
こ
う
答
え
て
い
る。
「
日
常
生
活
は
わ
れ
わ
れ
が
思
う
よ
り
も

璽
要
な
こ
と
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
だ」
と。
一
人
ひ
と
り
の
日
常
は
異
な
る
し、
各
人
の
日
常
も
日
々
同
じ
で
は
な
い。
そ
の
よ
う
な
日
々
が

ど
の
よ
う
に
織
り
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は、
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
社
会
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し、
逆
に
社
会
を
知

*
17
 

る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
多
様
に
営
ん
で
い
る
日
常
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
し
て、
そ
の
日
常
に
は、
国
家
的、
地
域
的、
文

化
的、
集
団
的
あ
る
い
は
個
人
的
な
美
学
が
貫
か
れ
て
い
る。

ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
コ
ー
ネ
ル
（一
九
0
三
ー
七
二）
（
図
1.
2)
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
歩
い
て
集
め
た
骨
董
品
や
ガ

ラ
ク
タ
を
箱
に
お
さ
め
て
「
芸
術
作
品」
を
制
作
し
た。
ガ
ラ
ス
瓶、
サ
イ
コ
ロ、
ビ
ー
玉、
貝
殻、
新
聞
紙
と
い
っ
た
日
用
品
が
ケ
ー
ス
に
ア
ッ

サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
る
と、
そ
れ
ら
は
芸
術
品
に
な
っ
た。
本
論
集
は、
そ
の
フ
レ
ー
ム
を
ず
ら
し、
あ
る
い
は
外
し
て、
「
芸
術」
と
い
う
枠

6
 



序

り
し
た
と
き
の
感
覚
を
思
い
出
す
試
み
で
も
あ
る。

組
み
を
取
り
払
っ
た
美
学
が
い
か
に
日
常
に
浸
透
し
て
い
る
の
か、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
日
常
の
「
か
た
ち」
が
現
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い

る。
そ
の
か
た
ち
は
常
に
一
定
で
は
な
く、
永
遠
で
も
な
く、
揺
動
し、
更
新
さ
れ
る。
箱
が
ひ
ら
か
れ
る
と、
肉
部
と
外
部
と
か
侵
入
し
あ
い、

い
っ
た
ん
か
た
ち
が
境
界
を
失
う
よ
う
に、
そ
し
て
ま
た
箱
が
し
め
ら
れ
る
と、
空
気
の
な
か
に
か
た
ち
が
現
れ
る
よ
う
に、
か
た
ち
は
常
に
生

成
と
消
失、
結
ぶ
こ
と
と
解
か
れ
る
こ
と
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ガ
ス
ト
ン・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は『
空
間
の
詩
学』(-
九
五
七）

で
箱
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
た。

箱、
と
く
に
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
確
実
に
所
有
し
て
い
る
小
箱
は、
ひ
ら
か
れ
る
事
物
で
あ
る。
小
箱
は、
し
め
ら
れ
る
と、
ふ
た
た
び
事

物
の
共
同
体
へ
か
え
さ
れ
る。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
外
部
空
間
の
な
か
に
位
泄
す
る。
だ
が
そ
れ
は
ひ
ら
か
れ
る
も
の
な
の
だ。
（
中
略）
小
箱

が
ひ
ら
か
れ
る
瞬
問
か
ら
も
は
や
[
内
部
と
外
部
の]
弁
訓
法
は
存
在
し
な
いo
外
部
は
二文
に
け
し
さ
ら
れヽ
す
ぺ
て
が
新
奇
で
あ
り、
駕

愕
で
あ
り、
未
知
で
あ
る。
外
部
に
は
も
は
や
意
味
は
な
い。
最
高
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
だ。

本
論
集
は、
こ
の
箱
を
ひ
ら
く
試
み
で
あ
る。
も
っ
と
い
え
ば、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
子
供
時
代
に
タ
ン
ス
の
な
か
で
靴
下
を
手
探

一
足
ず
つ
丸
め
て
く
る
ま
れ
て
い
た。

靴
下
は、
昔
な
が
ら
の
や
り
方
で、

一
足一
足
が
そ
れ
ぞ
れ、
小
さ
な
袋
の
よ
う
に
見
え
た。
そ
の

袋
の
な
か
に
手
を
で
き
る
だ
け
深
く
沈
め
て
い
く

こ
れ
ほ
ど
楽
し
い
こ
と
は
厄
か
に
な
か
っ
た。
そ
ん
な
風
に
し
て
み
る
の
は、[
ウ
l

ル
地
巴
暖
か
さ
の
せ
い
[
ば
か
り]
で
は
な
か
つ
たo
私
を
こ
の
袋
の
奥
深
v
へ
と
引
き
込
ん
だ
の
はヽ

V
る
み
込
ま
れ
た
内
部
で
私
が

い
つ
も
手
の
な
か
に
握
る
こ
と
に
な
る、
〈
中
身〉
(das
Mitgeb
rachte
 [
も
た
ら
さ
れ
た
も
の])
だ
っ
た
の
だ。
私
が
そ
れ
を
こ
ぶ
し
に

握
り
し
め、
柔
ら
か
い
ウ
ー
ル
の
塊
が
手
中
忙
あ
る
こ
と
を、
ぎ
ゅ
っ
と
力
を
入
れ
て
確
か
め
る
と、
次
い
で
こ
の
遊
び
の
第
二
部‘
[
は
っ

と
息
を
の
む
よ
う
な]
思
い
も
よ
ら
ぬ
種
明
か
し
の
部
が
始
ま
っ
た。
つ
ま
り、
こ
こ
で
私
は
そ
の
〈
中
身〉
を、
ウ
ー
ル
の
袋
か
ら
取
り
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出
し
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る。
そ
れ
を
私
は
次
第
次
第
に
引
き
寄
せ
る。
と
そ
の
と
き、
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た。
私
*19
 

は
〈
中
身〉
を
引
っ
ば
り
出
し
た
の
だ
っ
た
が、
と
こ
ろ
が、
こ
の
〈
中
身〉
の
入
っ
て
い
た
〈
袋〉
は
も
う
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
の
だ。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で、
被
い
と
被
わ
れ
て
い
る
も
の
が
同
じ―
つ
の
も
の
で
あ
り、
し
か
も
そ
の
二
つ
の
も
の
が、
「一
挙
に
第
三
の
も
の、
つ

*20
 

ま
り
靴
下
に
変」
わ
る
こ
と
を
知
る。
箱
の
器
が
ひ
ら
か
れ、
内
部
と
外
部
が一
っ
に
な
っ
て、
新
奇
な
も
の
が
現
れ
る。
被
わ
れ
て
い
る
も
の

を
被
い
か
ら
取
り
出
す
と、
第
三
の
も
の
に
変
わ
る
よ
う
に、
箱
を
ひ
ら
く、
靴
下
を
取
り
出
す
と
い
っ
た
よ
う
な
日
常
の
行
為
は、
新
た
な
世

界
を
駕
き
を
も
っ
て
目
の
前
に
ひ
ら
く
マ
ジ
ッ
ク
を
時
折
披
露
す
る。

本
論
集
は、
そ
の
よ
う
な
マ
ジ
ッ
ク
に
魅
せ
ら
れ
た
執
築
者
が、
デ
ィ
ア
ス
ボ
ラ
の
原
野
で
日
々
を
送
り
な
が
ら、
そ
れ
で
も
日
常
の
力
を
信

じ
て
書
い
た一
六
本
の
論
文
か
ら
編
ま
れ
て
い
る。
第一
部
「
美
学」
で
は、
日
々
の
「
美
し
さ」
が
個
々
の
歩
む
力、
社
会
的
に
生
き
る
力
を

育
み、
わ
た
し
た
ち
を
世
界
に
存
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
る。
ま
ず、
齋
藤
百
合
子
が
日
常
の
美
学
に
つ
い
て
初
め
て
日
本
語
で
論
じ、
日

常
へ
の
ま
な
ざ
し
を、
他
者へ
の
思
い
や
り、
ケ
ア
の
美
学へ
も
注
い
で
い
る。
ア
ン
・
マ
ク
ナ
イ
ト
は、
ミ
ネ・
オ
ー
ク
ボ
が
第
二
次
世
界
大

戦
中
の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
強
制
収
容
所
で
の
生
活
を
描
い
た
挿
絵
を
集
め
た
『
市
民
1
3
6
6
0
号』
を
考
察
し、
い
つ
ま
で
続
く
か
わ
か
ら

な
い一
時
性
の
な
か
紀
生
き
た
被
抑
留
者
の
日
常
を
明
ら
か
に
す
る。
ミ
リ
ア
ム
・
サ
ス
は、
建
築
家
の
西
内
健
善
の
博
士
論
文
『
修
辞
学
的
な

「
私」
の
劇
空
間』
と
絵
画・
庭
園
に、
「
共
に
住
ま
う」
在
り
方
を
探
究
す
る。
自
己
の
内
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
外
に
も
い
る
存
在
の
仕
方
は、
他

者
を
気
づ
か
い
な
が
ら
他
者
と
共
に、
別
々
に、
世
界
に
存
在
す
る
仕
方
で
あ
る。
山
口
恵
里
子
は、
リ
チ
ャ
ー
ド・
ロ
ン
グ
が
歩
い
た
場
所
に

つ
く
る
彫
刻
と、
手
で
泥
の
跡
を
つ
け
る
マ
ッ
ド
ワ
ー
ク
が
消
散
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し、
そ
の
消
散
を
日
常
が
続
く
こ
と
の
証
と
し

て
と
ら
え
た。

第
二
部
「
建
築・
家
政」
で
は、
人
が
集
い、
住
ま
う
空
間
に
入
り
込
む。
そ
の
空
間
で
は、
日
常
と
非
日
常
が
交
錯
し
な
が
ら、
空
間
の
時

間
を
形
作
っ
て
ゆ
く。
ま
ず
半
田
る
み
子
が、
建
築
が
完
成
形
（
フ
ァ
イ
ナ
リ
テ
ィ）
を
追
求
し
な
が
ら
も、
現
実
に
適
応
し
て
日
常
を
生
き
抜

IO 
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テ

イ

ス

ト

い
て
ゆ
く
建
築
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
辿
る。
三
宅
敦
子
は、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
い
て
趣
味
が
変
化
し
美
が
民
主

化
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を、
ヘ
ン
リ
）
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ポ
イ
ン
ト
ン
の
蒐
集
品』
に
追
跡
す
る。
長
谷
部
寿
女
士
も
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の‘‘、

ド
ル
ク
ラ
ス
の
女
性
が
装
飾
し
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
ル
ー
ム
の
イ
ン
テ
リ
ア
忙
注
目
す
る。
こ
の
部
屋
で
女
た
ち
は
交
霊
会
を
催
し、
み
ず
か
ら
が

,9

f
 

媒
介
者
と
な
り、
日
常
と
非
日
常、
生
者
と
死
者
を
交
流
さ
せ
た。
家

ー
〈
ハ
ウ
ス〉
は
元
来、
生
存
を
維
持
す
る
た
め
の
シ
ェ
ル
タ
）
で
あ

る
が、
二
0
世
紀
半
ば
家
は
そ
の
機
能
を
失
い、
実
験
の
対
象
物
と
も
な
っ
た。
竹
谷
悦
子
は、
こ
の
〈
ハ
ウ
ス〉
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ

ト
を、
ア
メ
リ
カ
の
空
爆
と
核
の
実
験
場
に
建
設
さ
れ
た
日
米
の
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス、
ア
メ
リ
カ
占
領
期
の
日
本
の
住
居、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ

人
劇
作
家
ロ
レ
イ
ン
・
ハ
ン
ズ
ベ
リ
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
考
察
す
る。
宮
本
陽一
郎
は、
ジ
ョ
ン
・
チ
ー
ヴ
ァ
ー
の
短
編
「
泳
ぐ
人」
を、
第
二

次
世
界
大
戦
中・
後
に
ア
メ
リ
カ
で
形
成
さ
れ
た
ス
モ
ー
ル
タ
ウ
ン
と
サ
バ
ー
ビ
ア
（
郊
外
都
市、
そ
こ
に
住
む
人
び
と
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル）

を
語
る
言
説
の
な
か
に
位
寵
づ
け
る。
サ
バ
ー
ビ
ア
は、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
「
ホ
ー
ム」
を
創
り
だ
し
た
が、
そ
の一
方
で
喪
失
し
た
「
ホ
ー

ム」
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
強
く
喚
起
し
た
の
で
あ
る。

第
三
部
「
文
学」
で
は、
文
学
に
現
れ
た
日
常
の
風
景
を
細
や
か
に
追
う。
人
は
詩
や
ラ
ジ
オ、
音
楽、
そ
し
て
マ
ン
ガ
と
い
っ
た
媒
体
に
日

常
の
声
と
沈
黙
を
託
す。
中
田
元
子
は
イ
ギ
リ
ス
一
九
世
紀
の
過
酷
な
工
場
労
働
に
日
々
従
事
し
な
が
ら
新
聞
に
詩
を
投
稿
し
た
女
工
の
詩
と、
そ

の
よ
う
な
詩
を
集
め
た
投
稿
欄
が
形
成
し
た
労
働
者
詩
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
光
を
当
て
る。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
架
空
の
恋
物
語
ま
で
生
む
の
で

あ
る。
対
馬
芙
千
子
は、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ペ
ケ
ッ
ト
の
ラ
ジ
オ
劇
『
す
べ
て
倒
れ
ん
と
す
る
者』
が
届
け
る
日
常
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
耳
を

澄
ま
せ
る。
日
常
の
場
は
家
の
外
の
田
舎
道
に
設
定
さ
れ、
人
び
と、
乗
り
物、
風、
言
葉
な
ど
が
通
過
す
る
音
や
声
が
ラ
ジ
オ
か
ら
聞
こ
え
て

く
る。
だ
が、
音
や
声
を
発
す
る
人
や
物
は
見
え
な
い。
こ
の
聴
覚
的
現
前
と
物
理
的
不
在
の
同
時
性
か
ら、
存
在
と
非
存
在
の
同
時
性、
さ
ら

に
ベ
ケ
ッ
ト
劇
を
生
み
出
す
「
闇」
の
問
題
に
迫
る。
馬
籠
清
子
も、
日
々
の。ヒ
ア
ノ
の
稽
古
で
奏
で
ら
れ
る
音
と、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
ケ
イ
ト・

シ
ョ
パ
ン、
ウ
ィ
ラ・
キ
ャ
ザ
ー、
カ
ー
ソ
ン
，
マ
ッ
カ
ラ
ー
ズ
の
文
学
の
繊
細
な
絡
み
合
い
を
紐
解
く。
音
楽
と
作
家
が
紡
ぐ
言
葉
の
薔
応
は、

心
に
も
旋
律
を
届
け
る。
青
柳
悦
子
は、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
創
作
さ
れ
る
日
本
式
マ
ン
ガ
(
D
z
マ
ン
ガ）
が
育
む
庶
民
レ
ベ
ル
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
寄
り
添
う。
D
z
マ
ン
ガ
は、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
日
常
を
織
り
な
す
異
種
混
滑
性
を
も
表
出
し
て、
草
の
根
の
ユ
ー
モ
ア
に
滴
ち
た
抵
抗



を
続
け
て
い
る。

第
四
部
「
食」
は、
日
常
の
生
活
を
丸
ご
と
映
し
出
す
日
々
の
食
卓
に
つ
い
て
論
じ
る。
五
十
嵐
泰
正
の
フ
ー
デ
ィ
を
め
ぐ
る
論
考
か
ら
始
ま

る。
福
島
第一
原
発
事
故
や
コ
ロ
ナ
禍
で、
何
を
ど
の
よ
う
に
食
べ
る
の
か
と
い
う
私
的
で
あ
る
は
ず
の
食
の
選
択
が
社
会
問
題
化
し、
そ
の
問

い
に
お
い
て
食
に
関
す
る
文
化
的
卓
越
化
が
生
じ
た
と
い
う。
「
正
し
い
食」
の
あ
り
方
も
嘗
裕
層
が
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た。
わ
た
し
た
ち
は、

こ
う
し
た
食
の
分
断
化
が
進
む
プ
ロ
セ
ス
の
途
上
に
ま
さ
に
い
る。
イ・
ヒ
ャ
ン
ジ
ン
が
取
り
上
げ
る
韓
国
ド
ラ
マ
『
愛
の
不
時
着』
で
は、
北

朝
鮮
の
エ
リ
ー
ト
将
校
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ク
が、
韓
国
の
女
性
実
業
家
セ
リ
に
家
庭
料
理
を
ふ
る
ま
う。
素
朴
な
家
庭
料
理
は、
「
ニ
ュ
ー
ネ
ス」
と

「
レ
ト
ロ」
を
組
み
合
わ
せ
た
「
ニ
ュ
ー
ト
ロ」
と
い
う
新
し
い
感
性
の
象
徴
で
も
あ
る
と
い
う。
ジ
ュ
デ
ィ
ス・
パ
ス
コ
ー
は、
エ
ミ
リ
ー・
プ

ロ
ン
テ
の
小
説
『
嵐
が
丘]
の
憂
鬱
な
食
の
シ
ー
ン
に
日
常
の
反
目
を
認
め
る。
そ
の
シ
ー
ン
は、
一
九
六
0
年
代
に
日
本
で
『
嵐
ヶ
丘』
が
児

菫
向
け
に
翻
訳
さ
れ
た
際、
楽
し
い
食
事
風
景
に
翻
案
さ
れ
た
と
い
う。
こ
の
パ
ス
コ
ー
の
指
摘
を
読
み、
こ
の
時
期、
高
度
経
済
成
長
の
波
に

押
さ
れ、
ま
た
テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫・
洗
濯
機
の
「

三
種
の
神
器」
の
登
場
に
よ
っ
て
日
本
人
の
日
常
生
活
が
大
き
く
変
わ
り、
食
も
欧
米
化
し
た

こ
と
に、
序
を
書
き
な
が
ら
思
い
い
た
っ
た。
そ
れ
か
ら
六
0
年
も
経
た
い
ま、
『
嵐
ヶ
丘』
の
黙
食
の
シ
ー
ン
が
日
常
に
再
来
し
て
い
る
こ
と
に

駕
か
さ
れ
る。

日
々
の
生
活
の
な
か
で
わ
た
し
た
ち
は、
歩
ぎ、
詩
作
し、
住
ま
い、
音
を
奏
で、
食
べ、
死
者
と
も
交
流
す
る。
他
者
に
焦
が
れ、
あ
る
い

は
背
を
向
け
な
が
ら、
歓
び
も
痛
み
も、
愛
お
し
さ
も
怒
り
も
日
々
に
埋
め
込
ん
で
ゆ
く。
そ
の
よ
う
な
毎
日
は
変
奏
さ
れ
な
が
ら、
日
々
の
裟

の
折
り
目
を
豊
か
に
た
お
や
か
に
重
ね
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う。
け
れ
ど
も、
傷
を
抱
え
た
日
常
は
痛
み
で
張
り
つ
め
て
し
ま
う。
傷
口
に
手
当
て
が

フ

ァ

ー

マ

シ

ー

で
き
た
ら
と、
コ
ー
ネ
ル
の
《
薬
局》
（一
九
四
三・
図
2)
を
序
の
図
版
に
選
ん
だ。
さ
ま
ざ
ま
な
色
と
り
ど
り
の
「
治
療
薬」
が
ガ
ラ
ス
瓶
に

入
れ
ら
れ、
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る。
ガ
ラ
ス
瓶
の
中
身
は
思
い
出
の
品
か
も
し
れ
な
い
し、
過
ぎ
去
っ
た
時
間
か
も
し
れ
な
い。
そ
ん
な
ガ

レ

メ

デ

ィ

ラ
ス
瓶
の
よ
う
な
脆
く、
し
か
し
彩
り
を
も
っ
た
日
々
が
実
は、
世
界
の
治
療
薬
に
な
っ
て
い
る

1
そ
う
で
あ
っ
て
厄
し
い
と
心
か
ら
願
う。
日

常
と
地
続
き
の
世
界
に
向
け
て
ふ
た
た
び
扉
が
ひ
ら
か
れ、＇
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
原
野
に
花
が
咲
き、
待
ち
続
け
た
未
来ー
�
深
く
呼
吸
し、
空
気

9
-
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を

抱
き
し
め
、

他

者
に

手
を

差
し

出
す
こ

と
の

で

き
る
日
々

が

訪
れ

る
の

は
、

そ
う

遠
く
な
い

は

ず
だ
。

（
二

0
二
ニ

年
一

月

山
口

恵
里
子）

サ
ラ
エ

ヴ
ォ
で
の

『
ゴ

ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
l

の
公
派
を
含
め
た
ベ

ケ
ッ

ト
劇
と
日
常
的
行
為
に
つ
い
て
は
拙
著
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る。

山
口

恵
里
子
「
ベ

ケ
ッ

ト
に
お
け
る
坐
の

姿
勢
」
7

椅
子
と

身
体
—
ー
ヨ

ー
ロ
ッ
パ

に
お

け
る
「
坐
」

の

様
式
j

‘‘、

ネ
ル

ヴ
ァ

書
房、

二
0
0
六

年、

三
二
五
ー

七
五
頁。

2

S
u
s
a
n
 S
o
nt
a
g、·
c
o
d
ot
i
n
 S
a
raj
e
v
o、··
T
he
 Ne
w
 Y
or
k
 f�e
vie
w
 of
 Bo
o
ks、
O
ct
o
b
er
21、
1
9
9
3、
p.
5
8
 

3

S
a
m
u
el
 B
e
c
k
ett、

Wniti
11
g
j
。
こ
ぃ
o
d
ot、
Gr
o
v
e
Pr
es
s、
l
96
4.
[
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ベ

ケ
ッ

ト
『
ゴ

ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
j

安
堂
信
也
・

高
橋
康
也
訳、

白
水
社、

一

九
九
0
年°
]

4

山
口
、

三
二
七
頁。

5

f\l
p
h
e
n
s
o
 Li
n
gis、
1
言
C
o
m
111
11
nit
y
of
 T
h
ose
 
W
h
o
 l-l
n
ve
 N
ot
hi
n
g
 in
 C
o
m
m
o
n、
I
n
di
a
n
a
U
P、
1
9
9
4、
p
p.
1
7
5,
7
9.
 [
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・

リ
ン

ギ

ス

r
何
も
共
有
し
て
い

な
い

者
た
ち
の
共
同
体，一

野
谷
啓
二
訳、

洛
北
出
版、

二
0
0
六
年、

ニ
―

七
ー
ニ
三
頁O
J

6

ジ
ャ
ン
・

プ
ラ
ン

マ
手
と
精
神
j

中
村
文
郎
訳、

法
政
大
学
出
版
局、

一

九
九
0
年、

一
―

六
ー
一

七、
一

七
一

頁。

7

Y
u
ri
k
o
 S
ait
o、
E
ver
y
da
y
A
est
hetics、
0
x
for
d
U
P,
 2
0
07、
p.

l8
6
 

8

B
v
u
n
g,
C
h
ui
 H
a
n、
T
奇
8
11
r
n
o
ut
S
o
ci
c/1;、
t
ra
nsl
at
e
d
b
y
 
Eri
k
 B
utl
er、
St
a
n
for
d
U
P,
 2
01
5.
 [
ビ
ョ
ン
チ
ョ
ル
·
ハ
ン
『
疲
労
社
会
j

横
山
陸
訳、

花
伝
社、

二
0
ニ
一

年o
]

9

J
o
h
n
 R
u
s
ki
n、
T
he
St
o
nes
0]

＜crllCe、
V
o
l.
2
 (1
8
5
3)、
T
he

Wor
ks
0
]
]
o
h
n
 R
us
ki
n、
e
dit
e
d
b
y
 E.
 
T
 C
o
0
k
 a
n
d
 Al
e
x
a
n
d
er
 
We
d
d
er
b
u
rn、

G
e
or
g
e
 All
e
n、
l
9
0
3,l
2、
V
o-．
l
0、
p.
2
0
0、
p.
1
9
0.
 [
ジ
ョ
ン
・

ラ
ス

キ
ン

「
コ
シ
ッ
ク
の

本
質j

川
端
康
雄
訳、

み
す
ず
書
房、

二
0
1
i
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