
ユ

ー

チ

ュ

ー

ブ

小
林
信
翠

文

今
の
社
会
状
況
で
は

﹁
何
も
か
も
放
り
出
し
て
逃
げ
て
し
ま
い
た
い
︙
︙
﹂

そ
う
思
う
こ
と
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
し
ょ
う
︒

し
か
し
︑
仏
法
は
逃
げ
ず
に
踏
ん
張
る
生
き
方
を
教
え
て
い
ま
す
︒

新
型
コ
ロ
ナ
禍か

に
お
け
る
光
薫
寺
の
取
り
組
み

　

四
月
七
日
、
つ
い
に
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
対
象
地
域
は
七
都
府
県
、
私
が
住
む
福
岡
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
実
は
こ
れ
に
先
行
し
て
三
月
三
十
一
日

か
ら
光
薫
寺
・
末
寺
・
別
院
す
べ
て
を
自
主
的
に
封
鎖

（
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
）
し
て
一
切
の
お
参
詣
を
お
断
り
し
、

御
講
・
お
助
行
な
ど
ご
信
者
宅
を
会
場
に
す
る
信
行
活

動
も
休
止
に
し
て
い
ま
し
た
。
お
寺
は
社
会
的
責
任
の

一
端
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
自
任
し
て
い
る
以
上
、
医

療
崩
壊
や
命
の
選
別
と
い
っ
た
悲
惨
な
事
態
が
起
こ
ら

な
い
よ
う
に
率
先
し
て
行
動
す
る
必
要
を
感
じ
た
か
ら

で
す
。
と
は
い
え
、
苦
渋
の
決
断
で
し
た
。

　

光
薫
寺
に
は
平
日
な
ら
一
日
を
通
し
て
一
八
〇
名

ほ
ど
、
土
日
祝
日
で
二
五
〇
名
ほ
ど
の
参
詣
者
が
あ

り
、
末
寺
・
別
院
も
含
め
る
と
一
日
あ
た
り
三
〇
〇
〜

四
〇
〇
名
の
出
入
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
自
ら
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ご
信
者
の
皆
さ
ま

に
は
大
変
ご
心
配
と
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
お
り
ま

す
。
封
鎖
後
は
朝
の
お
勤
め
は
寺
内
に
住
ん
で
い
る
教

務
（
僧
侶
）
と
そ
の
家
族
の
み
で
行
い
、
毎
朝
の
御
法

門
は
従
来
と
変
わ
ら
ず
Y
o
u
T
u
b
e
で
配
信
、
日

中
は
教
務
部
全
員
で
「
新
型
コ
ロ
ナ
早
期
終
息
千
本
祈

願
」（
お
線
香
一
本
四
十
分
×
千
本
分
の
祈
願
口
唱
）

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
様
子
も
終
日
ラ
イ
ブ
配
信

し
て
い
ま
す
。
熱
心
な
ご
信
者
は
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
御
宝
前
の
そ
ば
に
置
い
て
、
ご
一
緒
に
ご

祈
願
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
そ
の
信
心
ぶ

り
に
は
本
当
に
頭
が
下
が
り
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
普
段
お
参
詣
さ
れ
る
方
の
お
よ
そ
七
割

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
日
常
的
に
使
わ
な
い
方
や
高
齢

者
で
す
。
ま
た
、
こ
ん
な
時
こ
そ
お
寺
に
行
き
た
い
の

に
行
け
な
い
と
い
う
お
声
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
教
務
が
手
分
け
し
て
一
日
あ
た
り
五
〇
〜
六
〇
軒
の
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ご
信
者
に
何
ら
か
の
形
で
連
絡
を
取
っ
て
い
ま
す
。
一

斉
に
と
い
う
の
も
難
し
い
の
で
、
①
お
一
人
暮
ら
し
の

高
齢
者
、
②
高
齢
者
を
抱
え
た
ご
家
族
、
③
お
一
人
暮

ら
し
で
不
安
を
抱
え
が
ち
な
方
、
④
病
み
上
が
り
の

方
、
⑤
気
に
な
る
方
々
を
優
先
し
、
電
話
口
で
安
否
や

心
身
の
状
態
を
う
か
が
い
、
必
要
で
あ
れ
ば
ソ
ー
シ
ャ

ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
直
接
訪
問
、
本
山
か

ら
送
っ
て
い
た
だ
い
た
お
供
水
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

ま
た
特
に
対
面
し
て
の
お
助
行
が
必
要
な
場
合
は
感
染

防
止
対
策
を
し
な
が
ら
ご
奉
公
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

　

外
出
自
粛
で
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
中
で
も
、
で
き

る
こ
と
を
考
え
て
工
夫
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
新
し
い
発

見
と
気
付
き
が
あ
り
楽
し
く
も
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、

一
日
も
早
い
終
息
を
た
だ
た
だ
祈
る
ば
か
り
で
す
。

定じ
ょ
う
ご
う

業
・
不ふ

じ
ょ
う
ご
う

定
業

　

コ
ロ
ナ
禍
は
仏
教
的
に
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
事

態
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
は
ズ
バ
リ「
業

の
報
い
」
で
す
。
感
染
が
世
界
中
に
拡
大
す
る
、
つ
ま

り
こ
の
世
に
は
ど
こ
に
も
逃
げ
場
が
な
い
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
仏
教
で
は
「
業
」
と
い
い
ま
す
。
俗
に
い
う
と

こ
ろ
の
宿
命
と
い
う
意
味
で
す
が
正
確
に
は
違
い
ま
す
。

宿
命
は
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
業
は
私
た
ち

の
言
動
を
変
え
る
こ
と
で
良
い
も
の
へ
と
変
え
て
い
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。（
詳
し
く
は
本
誌
二
十
八
頁
参
照
）

　

業
に
も
、
皆
が
共
有
し
て
い
る
「
共ぐ

う

業ご
う

」
と
共
有
し

て
い
な
い
「
不ふ

共く
う

業ご
う

」
と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
世
界

規
模
の
感
染
拡
大
で
す
か
ら
、
共
業
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
も
直
接
被
害
を
被
っ
た

人
も
い
れ
ば
、
間
接
的
に
影
響
を
受
け
る
人
も
い
る
の

は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
不
共
業
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

業
は
そ
の
報
い
の
強
さ
に
よ
っ
て
も
分
け
ら
れ
ま
す
。

逃
れ
よ
う
の
な
い
業
を
「
定
業
」、
い
つ
報
い
が
来
る

の
が
わ
か
ら
な
い
弱
い
業
を
「
不
定
業
」
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
仏
道
修
行
の
功
徳
に
よ
っ
て
変
え

て
い
け
る
と
仏
法
に
は
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

中
国
天
台
宗
妙み

ょ
う
ら
く
た
い
し

楽
大
師
の
法ほ

っ

華け

文も
ん

句ぐ

記き

に
は
、

「
若も

し
其そ

の
機き

感か
ん

厚
き
は
定
業
も
亦ま

た

能よ

く
転
ず
」

と
あ
り
、
正
し
く
仏
道
を
修
行
す
れ
ば
必
ず
定
業
も
良

く
な
る
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
日
蓮
大
士
は
、

「
定
業
す
ら
能よ

く

能よ
く

懺
悔
す
れ
ば
必
ず
消
滅
す
。
何
に
況

い
わ
ん

や
不
定
業
を
や
」（
可か

え
ん
じ
ょ
う
ご
う
し
ょ

延
定
業
書
）

と
仏
法
に
の
っ
と
っ
て
自
分
の
心
を
磨
い
て
い
け
ば
定

業
は
消
滅
す
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
そ
れ
よ
り
も
力
の

弱
い
不
定
業
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
と
教
え
ら
れ
ま
し

た
。

　

妙
楽
大
師
の
い
う
「
機
感
厚
き
」、日
蓮
大
士
の
「
能

能
懺
悔
す
れ
ば
」
と
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
口
に
唱
え
、

自
分
の
心
を
「
今
、
こ
こ
」
に
取
り
戻
し
、
物
事
に
対

処
し
て
い
く
勇
気
を
持
つ
こ
と
で
す
。
い
き
な
り
大
き

な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
地
道
に
コ
ツ
コ
ツ
続
け
て

い
け
ば
必
ず
定じ

ょ
う
ご
う
の
う
て
ん

業
能
転
し
た
人
生
に
な
る
と
励
ま
し
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

松
雪
先
生

　

私
が
保
育
園
卒
園
時
の
先
生
は
松
雪
眞
紀
子
先
生
で

す
。
先
生
は
、
私
た
ち
が
鳥
栖
の
お
寺
に
引
っ
越
し
た

後
、
父
が
創
設
し
た
、
ち
く
し
幼
稚
園
（
現
・
あ
さ
ひ

幼
稚
園
）
に
教
諭
と
し
て
着
任
さ
れ
、
後
に
園
長
先
生

に
な
ら
れ
ま
し
た
。
退
職
さ
れ
て
新
た
に
保
育
園
を
二

カ
所
開
園
さ
れ
、
息
子
さ
ん
た
ち
が
あ
と
を
引
き
継
い

で
お
ら
れ
ま
す
。

　

私
が
小
学
校
に
入
る
直
前
の
こ
と
、
同
級
生
の
K
く

ん
が
事
故
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
と
お
じ
さ
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ん
に
連
れ
ら
れ
て
海
釣
り
に
行
っ
た
と
き
に
、
運
悪
く

高
波
に
の
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
当
時
は
子
ど
も

で
す
か
ら
人
が
亡
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
ピ
ン
と
き
て

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ご
遺
族
は
も
ち
ろ
ん
、
周
り
の

大
人
た
ち
が
大
き
な
悲
し
み
に
包
ま
れ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
子
を
持
つ
親
と
な
り
、
よ

う
や
く
そ
の
頃
の
親
御
さ
ん
の
お
気
持
が
少
し
は
分
か

る
年
と
な
り
ま
し
た
。
六
年
前
、
松
雪
先
生
に
お
声
を

掛
け
、
さ
さ
や
か
で
す
が
二
人
で
K
く
ん
の
三
十
七
回

忌
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
た
ま
た
ま
同
じ
町
内
に
別
の
同
級
生
N
く

ん
が
住
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
最
近
よ
く
交
流
し

て
い
ま
す
。
画
家
に
な
っ
た
N
く
ん
は
自
宅
で
絵
画
教

室
を
開
く
一
方
、
N
P
O
を
立
ち
上
げ
民
間
で
学
童
保

育
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
何
か
と
地
域
づ
く
り

の
こ
と
で
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
K

く
ん
の
四
十
三
回
忌
に
当
た
る
今
年
は
N
く
ん
に
も
声

を
か
け
て
、
松
雪
先
生
と
三
人
で
ご
回
向
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

終
わ
っ
た
後
、
先
生
の
個
人
的
な
お
話
を
初
め
て
お

聞
き
し
ま
し
た
。
先
生
に
は
四
人
の
お
子
さ
ん
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
子
育
て
、
家
事
、
仕
事
に
追

わ
れ
て
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
頃
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
た
び
た
び
胸
が
苦
し
く
な
っ
て
、
水
の
中
で

溺
れ
る
よ
う
な
気
分
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

た
び
に
K
く
ん
が
亡
く
な
る
姿
を
想
像
し
て
は
さ
ら
に

苦
し
く
な
っ
て
、
何
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
し
た
。
気
が
つ
く
と
、
鳥
栖
の
自
宅
か
ら
幼
い
子
ど

も
た
ち
の
手
を
引
い
て
、
福
岡
の
九
大
病
院
ま
で
行
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
父
・
日
元
上
人
に
相
談
す
る
と
、「
松

雪
先
生
、
逃
げ
た
ら
い
か
ん
よ
。
逃
げ
た
ら
い
か
ん
。

す
べ
て
放
り
投
げ
て
山
に
こ
も
っ
て
も
何
も
解
決
し
な

い
か
ら
ね
。
今
、
自
分
が
い
る
と
こ
ろ
が
修
行
を
す
る

巻頭言「“里”の修行が大事」

と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
、
そ
こ
で
頑
張
り
な
さ
い
。
家
事

を
す
る
の
も
修
行
、
お
姑
さ
ん
に
お
仕
え
す
る
の
も
修

行
、
子
育
て
も
修
行
、
御
題
目
を
唱
え
な
が
ら
や
れ
ば

き
っ
と
で
き
る
よ
う
に
な
る
よ
。
山
ご
も
り
じ
ゃ
な
く

て
〝
里
〞
の
修
行
を
大
事
に
し
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た

そ
う
で
す
。

　

先
生
は
そ
こ
で
ハ
ッ
と
気
が
付
き
、
言
わ
れ
た
と
お

り
、
何
事
を
す
る
に
も
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
口
で

唱
え
た
り
、
心
で
唱
え
た
り
し
な
が
ら
取
り
組
む
う
ち

に
、
胸
が
苦
し
く
な
っ
た
り
、
頭
が
ボ
ー
ッ
と
す
る
症

状
が
い
つ
の
間
に
か
消
え
て
い
た
と
お
話
し
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

　

く
し
く
も
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
四
月
七
日
は

K
く
ん
の
祥
月
命
日
。
四
十
年
以
上
た
っ
た
今
も
、
憂

き
世
に
生
き
る
私
た
ち
を
応
援
し
て
く
れ
て
い
る
の
か

と
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

長
松
清
風
（
日
扇
聖
人
）
の
教
え
歌

　

た
へ
ら
れ
じ　

あ
な
た
へ
ら
れ
じ　

よ
の
中
よ

　
　
　
　
　
　

さ
り
と
て
い
づ
こ　

の
が
る
べ
き
道

（
現
代
語
訳
：「
堪
え
ら
れ
な
い
、
嗚
呼
、
と
て
も
我

慢
が
で
き
な
い
世
の
中
だ
」
と
言
っ
て
も
、
さ
て
、
こ

の
世
の
ど
こ
に
逃
れ
る
道
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
も
の
は
な
い
よ
）

小
林
信
翠
／
光
薫
寺
住
職

昭
和
四
十
六
年
生
ま
れ

平
成
二
十
七
年
よ
り

光
薫
寺
住
職
と
し
て
ご
奉
公
中

趣
味
は
マ
ラ
ソ
ン
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