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ら
、
会
社
勤
め
を
し
て
い
る
。
百
姓

だ
け
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
か
ら

ね
」
と
言
う
芳
一
さ
ん
に
「
将
来
、

今
の
状
態
で
は
い
か
な
い
。
若
い
人

（
息
子
夫
婦
）
は
若
い
人
で
や
っ
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
」
と

綾
子
さ
ん
も
口
を
そ
ろ
え
ま
す
。

　

芳
一
さ
ん
の
息
子
で
七
代
目
と
な

る
長
男
将
志
さ
ん
は
、
二
十
四
歳
。

一
昨
年
一
月
に
結
婚
し
て
、
今
は
一

児
の
パ
パ
。
奥
さ
ん
の
理
恵
さ
ん

は
、
縁
あ
っ
て
群
馬
県
か
ら
お
嫁
に

き
た
と
い
う
若
い
夫
婦
で
す
。
娘
の

夕
季
乃
ち
ゃ
ん
は
二
歳
で
、
白
沢
保

育
所
に
通
っ
て
い
ま
す
。

　

農
家
に
嫁
ぎ
、
大
家
族
の
暮
ら
し

は
ど
う
で
す
か
と
理
恵
さ
ん
に
尋
ね

た
と
こ
ろ
、「
実
家
も
父
母
と
祖
父

母
、
兄
弟
が
い
る
大
家
族
で
、
米
と

野
菜
を
作
っ
て
い
る
農
家
で
す
」
と

予
想
外
の
返
事
が
返
っ
て
き
て
び
っ

く
り
。「
あ
ま
り
実
家
と
変
わ
ら
な

い
。
棒
立
て
（
稲
刈
り
の
）
が
な
い

く
ら
い
で
…
」
理
恵
さ
ん
の
実
家
は

大
規
模
な
農
家
で
、
全
て
機
械
化
さ

れ
、
手
伝
う
こ
と
は
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。

　
「
田
ん
ぼ
だ
け
は
、
手
伝
え
る
と

き
に
二
人
で
手
伝
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
以
外
は
な
か
な
か
で
き
な
い
の

で
、
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い
で
ほ
し

い
（
笑
）」
と
語
る
将
志
さ
ん
は
、

現
在
村
内
の
会
社
に
勤
務
し
て
い
ま

す
。

　

早
番
が
毎
朝
五
時
半
か
ら
午
後
二

時
十
五
分
ま
で
、
遅
番
が
午
後
二
時

十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で
の
二

交
代
。
遅
番
の
と
き
は
毎
日
残
業
に

な
る
こ
と
が
多
く
、
家
族
と
は
す
れ

違
い
の
生
活
に
な
り
、
子
ど
も
の
顔

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
う
で

す
。
そ
ん
な
若
夫
婦
に
家
族
と
は
何

で
す
か
と
聞
い
た
と
こ
ろ
「
支
え
で

あ
り
、
力
の
源
、
原
動
力
で
す
。
い

な
い
と
さ
び
し
い
し
―
」
と
家
族
の

大
切
さ
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

家
族
が
多
く
て
困
る
こ
と
は
の
問

い
に
将
志
さ
ん
は
、「
家
族
の
意
見

が
バ
ラ
バ
ラ
で
違
う
こ
と
が
あ
る
。

家
族
が
少
な
く
て
も
意
見
の
違
い
は

あ
る
け
れ
ど
…
。
自
分
で
は
こ
う
し

た
い
と
言
っ
て
も
結
局
み
ん
な
が
い

い
と
言
わ
な
け
れ
ば
だ
め
。
最
終
的

に
決
め
る
の
は
お
父
さ
ん
。
何
も
言

え
な
い
で
す
」
と
正
直
な
気
持
ち
を

打
ち
明
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
義
徳
さ
ん
は
「
う
れ
し
い

こ
と
は
何
代
も
一
緒
に
つ
な
が
っ
て

い
ら
れ
る
こ
と
だ
」
と
語
り
、
そ
し

て
、
渡
辺
家
の
宝
物
は
何
で
す
か
と

う
か
が
う
と
「
お
母
さ
ん
（
綾
子
さ

ん
）
が
宝
物
。
だ
か
ら
円
満
に
や
っ

て
い
け
る
ん
だ
」
と
ミ
ヤ
子
さ
ん
。

「
姑
同
士
の
会
話
で
嫁
の
話
が
で
る
。

私
は
何
も
言
う
こ
と
が
な
い
っ
て
い

う
ん
だ
」
と
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま

す
。　

　

こ
の
言
葉
に
綾
子
さ
ん
は
「
お
互

い
が
そ
う
思
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
い

ま
す
よ
。
お
互
い
に
感
謝
の
心
を

持
っ
て
い
る
か
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
」
ま
た
、「
野
菜
を
作
る
の
は

じ
い
ち
ゃ
ん
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
私
は

と
っ
て
ご
ち
そ
う
に
な
る
だ
け
」
と

返
し
ま
す
。

　

こ
ん
な
や
り
と
り
に
「
嫁
姑
関

係
、
う
ま
く
い
っ
て
て
い
い
で
す

ね
」
と
、
芳
一
さ
ん
に
う
か
が
う
と

「
一
番
大
変
な
の
は
俺
な
ん
だ
け
ど

（
笑
）」
と
冗
談
交
じ
り
の
余
裕
の
笑

み
。
皆
さ
ん
の
会
話
の
一
つ
一
つ
か

ら
、
口
先
だ
け
で
は
な
い
想
い
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。　

　

最
後
に
家
族
へ
の
一
言
を
お
願
い

し
た
と
こ
ろ
、「
お
父
さ
ん
（
芳
一

さ
ん
）
を
応
援
し
ま
す
」
と
義
徳
さ

ん
。
ミ
ヤ
子
さ
ん
は
「
悪
い
こ
と
は

悪
い
こ
と
だ
か
ら
苦
言
は
言
う
。
そ

ん
な
こ
と
は
あ
ん
ま
り
な
い
け
ど
な

い
」
と
一
言
。

　

綾
子
さ
ん
は
「
家
族
み
ん
な
で
仲

良
く
や
り
ま
し
ょ
う
。
若
い
人
と
も

仲
良
く
な
い
」
こ
の
家
の
主
人
、
芳

一
さ
ん
は
「
み
ん
な
が
欠
け
な
い
よ

う
に
健
康
で
い
て
ほ
し
い
」
と
笑
み

を
浮
か
べ
ま
す
。

　

ま
た
、
息
子
さ
ん
夫
婦
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
お
願
い
す
る
と
「
ま
だ
若

い
し
、
今
の
時
代
と
俺
ら
の
時
代
と

違
う
の
で
、
多
少
の
考
え
方
の
ズ
レ

も
あ
る
と
思
う
が
、
言
い
た
い
こ
と

は
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
話
し
て
ほ
し

い
。
そ
れ
に
対
し
て
黙
っ
て
見
て
る

か
、
そ
れ
で
は
だ
め
だ
と
教
え
て
や

り
、
援
助
も
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
。
互
い
に
尊
重
し

合
っ
て
や
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
」

と
、
芳
一
さ
ん
は
、
こ
の
家
の
主
と

し
て
、
そ
し
て
父
親
と
し
て
の
想
い

を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
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時
の
流
れ
と
こ
の
家
に
代
々
住
ん

で
い
た
人
た
ち
の
想
い
と
息
吹
を
感

じ
る
よ
う
な
大
き
な
家
。
敷
居
を
ま

た
ぎ
一
歩
中
に
足
を
踏
み
入
れ
る

と
、
家
族
と
親
戚
の
皆
さ
ん
の
に
ぎ

や
か
な
声
が
こ
だ
ま
し
ま
す
。

　

築
八
十
年
以
上
に
な
る
こ
の
家

は
、
三
代
目
の 
主 
渡
辺
芳
衛
さ
ん
が

あ
る
じ

買
い
受
け
、
白
岩
字
宮
ノ
下
の
芦
ヶ

沼
近
く
か
ら
運
ん
で
き
た
も
の
。
そ

の
当
時
の
様
子
を
語
る
の
は
、
五
代

目
の
義
徳
さ
ん
と
現
在
の
主
、
六
代

目
の
芳
一
さ
ん
。「
狭
い
道
を
馬
車

で
運
び
、
や
っ
と
梁
を
ま
わ
し
て
建

て
た
」
と
、
代
々
語
り
継
が
れ
て
き

た
話
を
せ
つ
せ
つ
と
語
り
ま
す
。

　

こ
の
話
に
耳
を
傾
け
か
た
わ
ら
で

ほ
ほ
笑
む
の
は
、
義
徳
さ
ん
の
妻
ミ

ヤ
子
さ
ん
と
、
芳
一
さ
ん
の
妻
綾
子

さ
ん
。
ミ
ヤ
子
さ
ん
は
、
昭
和
二
十

九
年
に
義
徳
さ
ん
と
結
婚
し
て
、
昨

年
金
婚
式
を
迎
え
た
ば
か
り
。

　

芳
一
さ
ん
の
妻
綾
子
さ
ん
は
、
和

田
（
村
内
）
か
ら
嫁
ぎ
、
結
婚
し
て

二
十
六
年
。
お
見
合
い
で
す
か
、
恋

愛
結
婚
で
す
か
の
問
い
に
「
お
し
か

け
女
房
（
笑
）
見
合
い
で
な
い
か
ら

恋
愛
か
な
」
と
芳
一
さ
ん
と
目
を
合

わ
せ
て
笑
い
ま
す
。

　

渡
辺
さ
ん
の
お
宅
は
、
芳
一
さ
ん

と
綾
子
さ
ん
、
長
男
の 
将
志 
さ
ん
と

ま
さ
ゆ
き

嫁
の
理
恵
さ
ん
、
孫
の
夕
季
乃
ち
ゃ

ん
に
、
次
男
の
望
さ
ん
。
そ
し
て
、

父
義
徳
さ
ん
と
母
ミ
ヤ
子
さ
ん
の
四

世
代
八
人
の
大
家
族
で
す
。

　

渡
辺
家
は
代
々
大
家
族
が
暮
ら
し

て
き
た
家
で
、「
一
番
多
い
と
き
で

十
七
人
が
暮
ら
し
て
い
た
。
朝
は
五

升
の
飯
を
炊
い
て
も
な
く
な
る
ほ
ど

で
、
タ
バ
コ
を
つ
る
し
た
そ
の
下

で
、
お
膳
で
飯
を
食
っ
て
い
た
」
と

当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

芳
一
さ
ん
の
子
ど
も
や
お
い
・
め

い
が
小
さ
い
と
き
は
、「
四
十
人
ぐ

ら
い
集
ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
部
屋

が
ひ
と
つ
幼
稚
園
に
な
っ
て
い
た
」

と
懐
か
し
み
ま
す
。

　

ま
た
、
稲
作
と
タ
バ
コ
を
営
み
、

田
ん
ぼ
は
一
町
（
約
百
ア
ー
ル
）、

畑
は
二
町
（
約
二
百
ア
ー
ル
）
以
上

を
耕
作
し
、
日
雇
い
で
数
人
の
人
を

使
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
現
在
耕
作

し
な
く
な
っ
た
農
地
は
、
公
園
に
し

た
り
、
植
木
を
植
え
た
り
し
て
い
る

が
、
維
持
管
理
が
大
変
だ
と
語
る
芳

一
さ
ん
。
芳
一
さ
ん
も
今
は
会
社
員

と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。「
農
地
が

あ
っ
て
も
作
ら
な
い
と
収
入
が
得
ら

れ
な
い
。
収
入
が
得
ら
れ
な
く
て
も

支
払
い
は
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
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玄
関
や
居
間
、
天
井
に
家
族
の
声
が
響
き
わ
た
る

―
。
い
つ
の
時
代
も
喜
び
や
悲
し
み
、
苦
し
み
を
と

も
に
わ
か
ち
合
い
、
助
け
合
っ
て
生
き
て
き
た
家

族
。
そ
ん
な
家
族
の
営
み
が
今
に
残
る
白
沢
村
は
、

一
世
帯
の
構
成
人
員
が
日
本
一
多
い
「
日
本
一
大
家

族
の
村
」
で
す
。

　

こ
の
村
の
家
族
は
、
今
ど
ん
な
暮
ら
し
の
中
で
何

を
想
い
、
感
じ
て
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

特
集
「
世
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
る
想
い
〜
家

族
の
絆
〜
」
は
、
何
世
代
も
が
同
居
す
る
家
族
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
伝
え
し
ま
す
。


