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あ
る
平
日
の
夕
方
、
都
内
か
ら
の
下
り
の
電

で

き

ご
と

車
内
で
の
出
来
事
で
す
。

ざ

せ
き

つ
う
き
ん
き
ゃ
く

　
車
内
の
座
席
は
、
帰
宅
を
急
ぐ
通
勤
客
で
ほ な

い
ぞ
う
し
ぼ
う
し
ょ
う
こ
う
ぐ
ん

き

け
ん
せ
い

　

近
ご
ろ
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
の
危
険
性
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

ひ

ま
ん

り
、
肥
満
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
の
心
に
も
「
肥
満
」
が
あ
る
の

よ
く
ぼ
う

ひ

だ
い

を
ご
存
じ
で
す
か
。
自
分
の
力
以
上
の
こ
と
を
求
め
続
け
る
と
欲
望
が
肥
大
し
、
や
が
て
人
間
関
係
が

こ
わ

へ
ん
ち
ょ
う

壊
れ
、
人
生
全
般
に
変
調
を
来
た
す
危
険
が
あ
る
よ
う
で
す
。

す
こ

　

健
や
か
な
心
で
、
豊
か
な
人
生
を
築
く
た
め
の
心
づ
か
い
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。



5　「ニューモラル」476号

ぼ
埋
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
両
手
に
荷
物

か
か

を
抱
え
た
六
十
歳
ぐ
ら
い
の
女
性
客
が
乗
り
込

ん
で
き
ま
し
た
。

「
す
み
ま
せ
ん
。
こ
の
席
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
」

　
そ
の
女
性
客
は
七
人
が
け
座
席
の
中
央
部
分

に
座
る
二
人
の
乗
客
の
前
に
立
っ
て
、
声
を
か

け
ま
し
た
。
本
来
、
座
席
は
七
人
が
け
で
す
が
、

五
人
の
男
性
客
で
埋
め
ら
れ
て
い
て
、
中
央
の

二
人
の
乗
客
の
間
に
は
子
供
一
人
分
ほ
ど
の
す

き
間
が
空
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
座
席
の
五
人

ざ
っ

し

の
乗
客
た
ち
は
新
聞
や
雑
誌
を
手
に
、
少
し
ず

か
ん
か
く

つ
間
隔
を
空
け
て
座
っ
て
い
ま
す
。
　
　

　
女
性
の
声
に
気
づ
い
た
一
人
の
男
性
は
す
ば

つ

や
く
席
を
左
に
詰
め
ま
し
た
。
も
う
一
人
の
五

め

が
ね

十
歳
代
の
男
性
は
、
眼
鏡
越
し
に
女
性
を
見
上

め
ん
ど
う

こ
し

げ
る
と
、
さ
も
面
倒
く
さ
そ
う
な
表
情
で
腰
を

右
に
動
か
し
ま
し
た
。
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「
ど
う
も
す
み
ま
せ
ん
」

　
女
性
は
軽
く
頭
を
下
げ
て
座
ろ
う
と
し
ま
す

せ
ま

が
、
大
人
一
人
が
腰
を
下
ろ
す
に
は
ま
だ
狭
い

よ
う
で
す
。
座
る
に
座
れ
な
い
た
め
、
た
め

ら
っ
て
い
ま
す
。

「
あ
の
う
、
も
う
少
し
だ
け
詰
め
て
い
た
だ
け

ま
せ
ん
か
？
」
　

　
そ
の
女
性
の
声
で
同
じ
列
に
座
る
他
の
乗
客

じ
ょ
う
き
ょ
う

が
状
況
を
理
解
し
て
席
を
詰
め
た
た
め
、
眼
鏡

を
か
け
た
男
性
の
横
に
こ
ぶ
し
二
つ
分
ほ
ど
の

す
き
間
が
で
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
男
性
は
新

聞
に
目
を
落
と
し
た
ま
ま
で
無
反
応
で
す
。

「
あ
の
、
ち
ょ
っ
と
…
…
、
す
み
ま
せ
ん
！
」

ご

き

　
顔
を
赤
ら
め
た
女
性
が
少
し
語
気
を
強
め
る

と
、
男
性
は
新
聞
を
バ
サ
ッ
と
た
た
み
、
女
性

し
た

う

を
見
上
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
チ
ッ
」
と
舌
打

ち
を
し
、
し
ぶ
し
ぶ
席
を
詰
め
た
の
で
し
た
。

い
っ
せ
い

　
何
事
か
と
一
斉
に
首
を
ひ
ね
る
他
の
乗
客
た

あ

し

せ
ん

ち
。
女
性
は
、
浴
び
せ
ら
れ
た
視
線
と
男
性
の

た
い

ど

と
な
り

態
度
に
驚
き
、
隣
の
車
両
へ
移
動
し
て
い
き
ま

か
ち
ゅ
う

し
た
。
一
方
、
渦
中
の
男
性
は
、
何
事
も
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
新
聞
を
再
び
読
み
は
じ

め
、
数
駅
を
通
過
し
た
あ
と
、
電
車
を
降
り
て

い
き
ま
し
た
。

あ
わ

さ
っ

　
慌
た
だ
し
い
日
々
の
生
活
の
中
で
、
他
を
察

す
る
心
の
ゆ
と
り
を
失
い
つ
つ
あ
る
現
代
人
、

く

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
光
景
は
、
私
た
ち
の
暮
ら

し
の
中
で
も
し
ば
し
ば
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
社
会
の
中

で
、
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
、
他
人
を
察
す

る
心
の
ゆ
と
り
を
失
い
か
け
て
い
る
と
し
た

ら
、
と
て
も
さ
び
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
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け
い
た
い

　
現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯

電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
電
子
メ
ー
ル
と

じ
ょ
う
ほ
う
つ
う
し
ん
ぎ
じ
ゅ
つ

め

ざ

い
っ
た
情
報
通
信
技
術
の
発
達
は
目
覚
ま
し
い

て

ま

も
の
が
あ
り
、
暮
ら
し
に
必
要
な
こ
と
は
手
間

ひ
ま暇
か
け
ず
に
素
早
く
、
簡
単
・
便
利
に
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
反

面
、
社
会
の
ス
ピ
ー
ド
に
追
わ
れ
て
、
精
神
的

な
ゆ
と
り
を
失
っ
た
り
、
人
と
人
と
の
結
び
つ

き

は
く

め
ぐ

き
が
希
薄
と
な
っ
て
、
他
人
に
思
い
を
巡
ら
す

こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。

　
人
が
お
互
い
に
支
え
合
い
、
心
地
よ
く
生
き

ち

え

る
た
め
の
知
恵
を
、
高
度
に
発
達
さ
せ
た
社
会

が
か
つ
て
の
日
本
に
は
あ
り
ま
し
た
。
十
七
世

紀
か
ら
三
百
年
続
い
た
江
戸
時
代
で
す
。

さ
い
せ
い

き

　
最
盛
期
の
江
戸
に
は
百
万
人
以
上
が
住
み
、

7　「ニューモラル」476号
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き

ぼ

当
時
、
世
界
の
ど
の
大
都
市
よ
り
も
規
模
の
大

か

み
つ

き
な
人
口
過
密
都
市
で
し
た
。
そ
の
人
口
の
半

し

分
を
占
め
る
商
人
た
ち
が
、
狭
い
場
所
で
の
暮

こ
こ
ち

ら
し
を
で
き
る
だ
け
心
地
よ
い
も
の
と
す
る
た

え
ん
か
つ

め
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
手
と
円
滑
に
商
売

を
す
る
た
め
に
築
き
上
げ
た
の
が
、「
江
戸
し
ぐ

さ
」
と
呼
ば
れ
る
暮
ら
し
の
知
恵
で
し
た
。

　
代
表
的
な
江
戸
し
ぐ
さ
は
、
す
れ
違
う
際
、

相
手
に
雨
の
し
ず
く
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
傘

か
さ

を
人
の
い
な
い
ほ
う
に
傾
け
る
「
傘
か
し
げ
」

ひ
と

ご

ふ

や
、
人
混
み
な
ど
で
足
を
踏
ま
れ
た
際
に
、
足

を
踏
ん
だ
側
だ
け
で
な
く
、
踏
ま
れ
た
側
も
不

わ

き

づ
か

注
意
を
詫
び
て
相
手
を
気
遣
う
「
う
か
つ
あ
や

ま
り
」
な
ど
、
そ
の
数
八
千
種
以
上
で
す
。
そ

の
中
に
は
、
後
か
ら
乗
っ
て
き
た
舟
客
の
た
め

に
、
腰
を
少
し
浮
か
せ
て
空
席
を
つ
く
る
「
こ

ぶ
し
腰
浮
か
せ
」
と
い
う
暮
ら
し
の
知
恵
も
あ

8
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り
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
互
い
が
少
し
心
を
配

る
だ
け
で
双
方
が
心
地
よ
く
な
れ
る
、
そ
ん
な

し
ぐ
さ
ば
か
り
で
す
。

げ

ひ
ん

　
そ
し
て
、
最
も
下
品
と
さ
れ
た
の
は
、
弱
い

い

ば

立
場
の
人
に
威
張
る
こ
と
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
江
戸
し
ぐ
さ
の
伝
承
活
動
に
取
り
組
む

こ
し
か
わ
れ
い

こ

越
川
禮
子
さ
ん
は
、「『
傘
か
し
げ
』『
こ
ぶ
し
腰

浮
か
せ
』
は
そ
の
初
歩
的
な
も
の
で
、
江
戸
し

ぐ
さ
は
生
活
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。

ほ
と
け

せ
ん

ぞ

そ
の
根
底
に
は
『
人
は
み
な
仏
や
先
祖
に
見
守

ら
れ
て
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
お
互
い
に
教

え
合
い
、
助
け
合
い
、
い
た
わ
り
合
う
の
が
当

然
』と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
で
す
。こ
の
〝
他

を
思
い
や
る
心
〟
が
現
代
に
足
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」（
『
れ
い
ろ
う
』

平
成
十
九
年
九
月
号
「
こ
の
人
に
聞
く
」
）
と
語
っ

て
い
ま
す
。

9　「ニューモラル」476号
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よ

ゆ
う

〝
私
は
、
毎
日
、
忙
し
く
余
裕
が
な
く
自
分
の

せ
い

こ
と
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い
で
す
〟

　
そ
う
し
た
気
持
ち
か
ら
は
、
決
し
て
他
者
を

は
い
り
ょ

受
け
入
れ
る
配
慮
や
ゆ
と
り
は
生
ま
れ
て
こ
な

い
も
の
で
す
。

　
例
え
ば
自
動
車
の
運
転
に
お
い
て
、
速
度
を

に
ん
し
き

上
げ
れ
ば
上
げ
る
ほ
ど
、
運
転
手
が
認
識
で
き

し

や

せ
ば

る
視
野
は
狭
ま
り
、
事
故
の
危
険
性
が
高
ま
る

の
と
同
じ
よ
う
に
、
暮
ら
し
の
テ
ン
ポ
が
速
く

な
る
に
つ
れ
、
現
代
人
の
視
野
が
狭
く
な
り
、

自
分
以
外
の
他
者
に
心
を
向
け
る
余
裕
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
満
腹
ネ
ズ
ミ
」
の
話
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

じ
ゅ
み
ょ
う

ネ
ズ
ミ
の
食
事
と
寿
命
の
関
係
を
東
京
都
老
人

総
合
研
究
所
が
実
験
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
毎

日
、
腹
八
分
目
に
食
べ
た
ネ
ズ
ミ
は
千
二
百
二

十
二
日
生
き
、
常
に
満
腹
な
ネ
ズ
ミ
は
そ
の
半

分
の
、
わ
ず
か
六
百
八
十
日
し
か
生
き
な
か
っ

た
の
で
す
。
ネ
ズ
ミ
の
平
均
寿
命
は
七
百
三
十

日
と
さ
れ
ま
す
か
ら
、
腹
八
分
目
の
ネ
ズ
ミ

は
、
そ
の
一
・
六
倍
も
長
生
き
し
た
反
面
、
満

ま
っ
と

腹
ネ
ズ
ミ
は
平
均
寿
命
も
全
う
で
き
ず
早
死
に

し
た
わ
け
で
す
。

　
な
ぜ
「
満
腹
ネ
ズ
ミ
」
が
短
命
に
終
わ
る
か

い

に
つ
い
て
は
、
食
べ
す
ぎ
が
胃
な
ど
に
大
き
な

負
担
を
か
け
る
、
栄
養
過
多
が
肥
満
に
つ
な
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こ
う
け
つ
あ
つ

こ
う
け
っ
と
う

が
っ
て
高
血
圧
や
高
血
糖
を
招
く
な
ど
の
理
由

の
ほ
か
、
満
腹
に
な
っ
た
こ
と
を
脳
に
知
ら
せ

ち
ゅ
う
す
う

き

の
う

ふ

ぜ
ん

る
「
満
腹
中
枢
」
の
機
能
不
全
が
あ
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
通
常
、
満
腹
中
枢
が
機
能
し
始
め
る

の
は
食
べ
始
め
て
か
ら
二
十
分
後
で
あ
る
の
に
、

つ

こ

そ
れ
よ
り
早
く
食
物
を
胃
に
詰
め
込
む
こ
と
で
、

体
が
正
常
な
満
腹
値
を
判
断
で
き
な
く
な
る
の

で
す
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
よ
り
早
く
よ
り
簡
単

に
結
果
や
成
果
を
求
め
続
け
る
生
活
の
中
で

は
、
い
つ
し
か
心
の
中
に
あ
る
、
満
足
や
喜
び

ま

ひ

な
ど
を
感
じ
る
〝
幸
福
中
枢
〟
が
麻
痺
し
て
、

い
く
ら
欲
を
満
た
し
て
も
、
喜
び
や
幸
せ
を
感

そ
こ

じ
ら
れ
な
く
な
る
、い
わ
ば
心
の
健
康
を
損
な
っ

て
い
る
状
態
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
満
腹
な
ら
ぬ
〝
満
心
〟
を
求
め
ず
、
腹
八
分

こ
う
て
い

目
の
段
階
で
、
今
あ
る
状
況
を
肯
定
し
満
足
を

得
る
。
そ
れ
が
幸
福
中
枢
を
う
ま
く
働
か
せ
る

ひ

け
つ

秘
訣
と
い
え
ま
す
。
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家
の
経
済
は
収
入
の
八
分
を
も
っ
て
な
せ
」

　
そ
う
し
て
残
し
た
〝
二
分
の
ゆ
と
り
〟
の
活

用
法
に
つ
い
て
、
こ
う
続
い
て
い
ま
す
。

ち
く
せ
き
う
ん
よ
う

こ
ん

「
二
分
は
こ
れ
を
蓄
積
薀
養
し
て
困
け
つ
を
防

ぐ
べ
し
。
急
が
ず
あ
せ
ら
ず
、
徐
々
と
し
て
休

止
す
る
な
か
れ
。
ま
た
、
一
年
に
十
貫
の
得
分

（
利
益
）あ
る
も
の
は
八
貫
に
て
し
の
ぎ
、
二
貫

目
を
残
せ
ば
、
巨
額
の
余
裕
と
な
る
べ
し
」（
足

立
政
男
編
著『
老
舗
の
経
営
法
と
モ
ラ
ロ
ジ
ー
』よ
り
）

　
ま
た
、
道
徳
に
基
づ
く
人
生
の
生
き
方
や
経

営
の
あ
り
方
を
説
い
た
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
（
道
徳
科

ひ
ろ
い
け

ち

く

ろ
う

学
）
の
創
建
者
・
法
学
博
士
廣
池
千
九
郎
（
一
八

そ
む

六
六
～
一
九
三
八
）
は
、「
健
康
の
法
則
に
背
け
ば

し
っ
ぺ
い

疾
病
や
短
命
に
な
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

事
業
成
功
の
法
則
に
背
け
ば
そ
の
事
業
は
失
敗

に
終
わ
る
」
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
編
『
廣
池
千
九

郎
著
作
抜
粋
集
道
徳
経
済
一
体
思
想
』
）
と
説
き
、

　
こ
の
「
腹
八
分
」
の
人
生
訓
は
、
日
本
で
百

し

に

せ

か

く
ん

か
か

年
以
上
続
く
、「
老
舗
」
企
業
が
家
訓
と
し
て
掲

げ
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
例
と
し
て
、
お
茶
の
名
産
地
・
埼
玉
県
狭

は
ん

だ

山
市
で
文
化
十
二
年
か
ら
製
茶
業
を
営
む
繁
田

け家
に
は
次
の
よ
う
な
家
訓
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

じ
っ

「
仕
事
は
八
分
の
力
を
も
ら
う
べ
し
。
物
は
十

か
ん

め

貫
目
負
う
も
の
な
ら
ば
八
貫
目
に
止
め
よ
。
飲

食
は
腹
八
分
目
に
な
せ
ば
摂
生
に
よ
ろ
し
。
一
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欲
望
の
ま
ま
に
自
己
の
力
以
上
に
事
業
に
取
り

い
ま
し

組
む
こ
と
を
強
く
戒
め
ま
し
た
。

　
ま
た
廣
池
は
、
古
代
か
ら
長
寿
の
シ
ン
ボ
ル

つ
る

と
さ
れ
て
い
る
鶴
を
た
と
え
に
あ
げ
て
、「
鶴
が

千
年
の
寿
命
を
保
つ
の
は
、
腹
八
分
目
に
食
う

か
ら
じ
ゃ
。
経
営
者
は
急
進
的
な
繁
栄
を
望
ま

そ
う
お
う

ぜ
ん
し
ん
て
き

な
い
で
力
相
応
、
漸
進
的
に
進
め
」（
モ
ラ
ロ
ジ
ー

研
究
所
編
　
改
訂
『
廣
池
千
九
郎
語
録
』
よ
り
）
と
教

え
、
企
業
が
永
く
繁
栄
す
る
た
め
に
は
、
ゆ
と

り
あ
る
経
営
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
す
。

お
さ

　
暮
ら
し
や
経
営
を
腹
八
分
に
抑
え
、
そ
こ
で

生
ま
れ
た
二
分
の
ゆ
と
り
を
、
万
一
の
備
え
や

あ
る
い
は
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
役
立
て

る
。
そ
う
し
て
地
道
に
徳
を
積
み
、
世
の
信
頼

を
積
み
上
げ
た
こ
と
に
こ
そ
、
老
舗
が
永
く
続

く
秘
訣
が
あ
っ
た
の
で
す
。
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よ

　
で
は
具
体
的
に
、
み
ず
か
ら
生
み
出
し
た
余

じ
ょ
う

ゆ
ず

剰
や
ゆ
と
り
を
、
他
人
の
た
め
に
譲
る
生
き
方

と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
大

切
さ
を
日
本
の
農
民
た
ち
に
説
き
、
そ
の
実
践

に
よ
っ
て
数
々
の
村
お
こ
し
を
成
功
さ
せ
た
人

に
の
み
や
そ
ん
と
く

物
こ
そ
、
江
戸
時
代
の
農
政
家
・
二
宮
尊
徳（
一

ま
き

七
八
七
～
一
八
五
六
）
で
す
。
薪
を
背
負
い
な
が
ら

本
を
読
む
少
年
像
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
尊
徳
は
、「
実
に
人
類
と
鳥
獣
の
相
違
は
、
む

さ
ぼ
る
か
譲
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
だ
」

と
述
べ
、
互
い
が
互
い
に
譲
り
合
う
協
同
社
会

づ
く
り
を
願
い
、
生
涯
、
荒
れ
果
て
た
農
村
を

巡
っ
て
は
人
々
を
教
え
導
き
ま
し
た
。

た
い

　
人
間
の
心
は
と
も
す
れ
ば
、「
怠
」（
お
こ
た

し
ゃ

る
こ
と
）、「
奢
」（
お
ご
り
、
む
さ
ぼ
る
こ
と
）、

だ
つ

「
奪
」（
う
ば
い
、
あ
ら
そ
う
こ
と
）
に
傾
き
や

す
く
、
そ
れ
ら
が
社
会
を
荒
れ
さ
せ
る
根
本
原

因
で
あ
る
、
と
尊
徳
は
考
え
ま
す
。
人
間
の
心

き
ん

に
巣
く
う
「
怠
」「
奢
」「
奪
」
を
、「
勤
」（
つ

け
ん

と
め
、
は
げ
む
こ
と
）、「
倹
」（
つ
つ
ま
し
く
あ

じ
ょ
う

る
こ
と
）、「
譲
」（
ゆ
ず
る
こ
と
）
へ
と
転
換
さ

せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
尊
徳
の
仕
法
（
村
お
こ
し
事

業
）
の
主
眼
で
し
た
。

け
ん
め
い

　
そ
の
実
践
と
し
て
、
尊
徳
は
懸
命
に
働
い
て

得
た
収
入
に
、
み
ず
か
ら
支
出
の
限
度
を
定

め
、
結
果
と
し
て
産
み
出
さ
れ
た
余
財
を
社
会
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す
い
じ
ょ
う

の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
を「
推
譲
」
と
呼
び
、

し
ょ
う
れ
い

人
々
に
奨
励
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
千
円
の
収

入
が
あ
れ
ば
、
八
百
円
で
家
事
を
経
理
し
、
残

お

ゆ
ず

る
二
百
円
を
他
に
推
し
譲
る
と
い
う
具
合
で
す
。

　
尊
徳
は
こ
の
「
推
譲
」
に
つ
い
て
、
こ
う
説

明
し
て
い
ま
す
。

「
身
近
な
た
と
え
を
引
け
ば
、
こ
の
湯
ぶ
ね
の

湯
の
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
れ
を
手
で
自
分
の
ほ

う
へ
か
き
寄
せ
れ
ば
、
湯
は
こ
ち
ら
へ
来
る
よ

う
だ
け
れ
ど
も
、
み
な
向
こ
う
の
ほ
う
へ
流
れ

返
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
向
こ
う
の
ほ
う
へ
押

し
て
み
れ
ば
、
湯
は
向
こ
う
の
ほ
う
へ
行
く
よ

う
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
こ
っ
ち
の
ほ
う
へ
流

れ
て
返
る
。
す
こ
し
押
せ
ば
少
し
返
り
、
強
く

て
ん
り
＊

押
せ
ば
強
く
返
る
。
こ
れ
が
天
理
な
の
だ
」
（
大

貫
章
著
『
二
宮
尊
徳
の
道
徳
と
実
践
』
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研

究
所
よ
り
）

＊天理：天地自然の道理。人為でない天の正しい道理（『広辞苑』より）
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求
め
れ
ば
得
ら
れ
る
便
利
な
社
会
。
そ
の
中

で
互
い
に
心
地
よ
く
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
、

自
分
の
欲
求
を
「
腹
八
分
」
に
抑
え
、「
二
分
の

ゆ
と
り
」
を
他
に
向
け
る
暮
ら
し
を
心
が
け
た

い
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
後
か
ら
来
る
人
の
た

め
に
入
口
の
ド
ア
を
開
け
て
待
っ
て
お
く
。
こ

れ
は
、
先
を
急
ぎ
た
い
気
持
ち
を
少
し
抑
え
、

そ
こ
で
生
ま
れ
た
「
時
間
の
ゆ
と
り
」
を
他
に

推
し
譲
る
提
案
で
す
。
あ
る
い
は
、
お
財
布
の

ひ
も
を
少
し
だ
け
し
ぼ
り
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た

「
お
金
の
ゆ
と
り
」
を
親
孝
行
や
地
域
社
会
の

た
め
に
使
っ
て
み
る
の
で
す
。

む

だ

　
ま
た
、
ガ
ス
や
水
道
の
無
駄
づ
か
い
を
見
直

し
て
み
た
り
、
通
勤
を
自
動
車
か
ら
電
車
に
変

え
て
み
た
り
、
そ
の
よ
う
な
個
人
で
の
「
腹
八

分
」の
取
り
組
み
は
、す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
慌
た
だ
し
い
日
常
生
活
の
中
で
は
、〝
自
分
さ
え
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よ
け
れ
ば
…
…
〟〝
私
が
先
で
な
け
れ
ば
…
…
〟

と
い
う
自
分
優
先
の
気
持
ち
に
な
り
が
ち
で
す
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
必
要
な
の
が
「
感
謝
の

心
」
で
す
。な

と

　
自
分
が
成
し
遂
げ
た
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と

だ
れ

も
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
誰
か
の
支
え
な

し
に
は
成
り
得
る
こ
と
な
ど
一
つ
も
な
い
の
で

じ
ゃ
ぐ
ち

す
。
朝
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
る
こ
と
、

時
間
ど
お
り
に
電
車
が
来
る
こ
と
、
仕
事
が
予
定

ど
お
り
順
調
に
消
化
で
き
る
こ
と
。
何
気
な
い
日

常
の
裏
に
は
、
目
に
見
え
な
い
多
く
の
人
々
や

先
人
の
努
力
や
支
え
が
あ
る
も
の
で
す
。
〝
自
分

は
多
く
の
お
か
げ
で
生
か
さ
れ
て
い
る
〟
と
い

う
自
覚
が
、
感
謝
の
心
を
生
み
ま
す
。
感
謝
の

心
は
、
周
り
の
人
や
物
事
を
や
さ
し
く
包
み
込

み
、
心
に
ゆ
と
り
を
生
み
出
す
の
で
す
。
私
た

ち
の
心
に
、「
ゆ
と
り
」
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
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仕事にやる気が出ない

　食品の製造関係の仕事をして３年になります。ずっと同じ部署を受け持っ

ていて、一応、仕事にも慣れたのですが、今ひとつ気持ちが乗らず、この

間、単純なミスをおかして上司から叱られ、落ち込んでいます。

　「自分にはこの仕事が向いていないのでは」とも思うようになり、転職を

考えたりしますが、親に相談するのが面倒くさく、交際中の彼女にも話して

いません。どうしたらよいでしょうか。 (20代・会社員)

今
が
大
事
、
肚
を
据
え
て

　
就
職
し
て
三
年
、
仕
事
に
慣
れ
て

き
て
少
し
マ
ン
ネ
リ
気
味
と
な
り
、

転
職
ま
で
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
は
多
く
の
人
が
経
験
す

る
「
人
生
の
岐
路
」
に
さ
し
か
か
っ

て
い
る
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
一
般
に
、
三
年
ぐ
ら
い
で
仕
事
の

内
容
も
複
雑
さ
も
、
ひ
と
と
お
り
分

か
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
自
分

の
仕
事
に
よ
ほ
ど
の
興
味
を
持
っ
て

い
な
い
限
り
、
慣
れ
て
く
る
と
〝
何

か
別
の
選
択
肢
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
〟
と
思
い
、
新
し
い
自
分
に
挑
戦

し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の

も
、
分
か
る
気
が
し
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
ほ
ど
明
白
な
目
標
が
あ
る

わ
け
で
も
な
く
、
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
悩
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
ね
。

　
も
し
あ
な
た
が
、
自
分
の
能
力
を

知
り
、
そ
の
力
を
別
の
形
で
発
揮
し

わ

た
い
と
い
う
明
確
な
意
志
が
湧
い
て

き
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何

ら
か
の
方
針
を
立
て
る
こ
と
が
で
き

あ
い
ま
い

る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
も
曖
昧
な

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、「
親
に
相
談
す
る
の
が
面
倒

く
さ
く
、
交
際
中
の
彼
女
に
も
話
し

て
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
あ
な
た
の
言

葉
に
は
、〝
も
う
少
し
し
っ
か
り
と
考

え
て
み
て
か
ら
で
な
い
と
、
今
の
悩

み
に
つ
い
て
大
切
な
人
に
も
語
れ
な

い
〟
と
い
う
、
自
己
意
識
が
表
れ
て
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い
る
よ
う
で
す
。

　
と
は
い
え
、
今
後
の
人
生
に
対
す

る
不
安
な
気
持
ち
が
見
え
隠
れ
し
、

に

ま
だ
心
の
中
で
煮
え
切
ら
な
い
状
態

で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　
こ
の
問
題
は
、
あ
な
た
の
人
生
の

一
大
事
で
す
か
ら
、
こ
こ
は
冷
静
に

考
え
、
も
う
少
し
時
間
を
か
け
て
で

も
、
自
分
の
志
、
適
性
、
能
力
、
性

は
ら

す

格
な
ど
、
じ
っ
く
り
と
肚
を
据
え
て

振
り
返
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
人
生
を
甘
く
見
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
今
の
よ
う
に
気
持
ち
が

充
実
し
て
い
な
い
状
態
の
ま
ま
で

は
、
何
を
考
え
て
も
大
し
た
結
論
は

得
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

　
今
が
一
つ
の
大
き
な
節
目
で
す
。

つ
ま
り
、
自
分
の
人
生
に
対
し
、
賢

明
に
、
積
極
的
に
挑
戦
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
曖
昧
な
気
分
に
流
さ
れ
、

自
分
の
持
ち
味
を
発
揮
で
き
な
い
ま

ま
消
極
的
な
人
生
に
す
る
の
か
の
岐

路
で
す
。
お
そ
ら
く
職
場
の
上
司

も
、
あ
な
た
の
心
の
内
は
見
え
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
あ
な
た
の
適

性
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
ら
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

き

せ
ん

　
仕
事
に
貴
賤
な
し
で
す
。
と
す
れ

ば
、
あ
な
た
が
仕
事
を
し
て
い
る
そ

の
姿
勢
に
、
あ
な
た
の
人
生
に
対
す

る
心
意
気
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
ず
は
人
頼
み
に
せ
ず
、
自
己
責

任
と
考
え
、
仕
事
に
集
中
し
つ
つ
、

あ
わ
せ
て
自
分
の
適
性
、
人
生
の
目

標
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
る
こ
と
で

す
。
そ
の
熟
慮
の
う
え
で
な
ら
、
あ

な
た
は
親
に
も
彼
女
に
も
話
し
て
み

よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
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29

猪い

苗な
わ

代し
ろ

湖こ

―
福
島
県
の
真
ん
中
に
あ
っ
て
奥お

う

羽う

山さ
ん
み
ゃ
く脈

か
ら
流
れ
出
る
水
を
満
々
と
湛た
た

え
る
、
日
本
で
四
番
目
の

広
さ
を
誇
る
湖
で
す
（
淡
水
湖
で
は
三
番
目
）
。
標
高
五
一

四
メ
ー
ト
ル
と
い
う
そ
の
辺
ほ
と
り
に
立
っ
て
み
る
と
、
湖
面
と

空
と
の
距
離
が
と
て
も
近
く
に
感
じ
ま
す
。

「
宝
の
山
」
と
う
た
わ
れ
る
磐
梯
山

ば
ん
だ
い
さ
ん

の
雄
姿
、
周
囲
の

山
並
み
、
紺
碧

こ
ん
ぺ
き

の
空
を
映
す
湖
面
は
ま
る
で
鏡
の
よ
う
。

別
名
「
天て
ん

鏡
き
ょ
う

湖こ

」
と
い
わ
れ
る
所
以
ゆ
え
ん

で
す
。
一
方
、
厳
寒

の
冬
場
に
は
強
烈
な
風
雪
に
吹
き

上
げ
ら
れ
た
水
し
ぶ
き
が
、
周
囲

の
樹
木
に
凍
り
付
く
と
い
い
ま
す
。

古
く
よ
り
猪
苗
代
湖
の
水
は
、

西
側
で
は
日
橋
川

に
っ
ぱ
し
が
わ

と
な
っ
て
会あ
い

津づ

盆ぼ
ん

地ち

に
な
だ
ら
か
に
流
れ
込
み
、

「
母
な
る
水
」
と
し
て
肥ひ

沃よ
く

な
会

津
平
野
を
出
現
さ
せ
た
あ
と
、
新

潟
県
に
入
る
と
阿
賀
野

あ

が

の

川が
わ

と
な
っ
て
日
本
海
に
注
ぎ
ま
す
。

他
方
、
東
に
広
が
る
安あ

積さ
か

地
方
（
現
在
の
郡
山
周
辺
）
に

流
れ
込
む
河
川
は
あ
り
ま
せ
ん
。
猪
苗
代
湖
と
の
間
は
急

き
ゅ
う

峻し
ゅ
んな

山
に
よ
っ
て
隔へ
だ

て
ら
れ
、
標
高
二
四
五
メ
ー
ト
ル
の

平
野
部
ま
で
斜
面
を
下
る
よ
う
に
続
く
の
が
安
積
原
野
で

す
。
雨
量
が
少
な
い
う
え
、
東
部
を
縦
断
す
る
阿
武
あ

ぶ

隈く
ま

川が
わ

の
支
流
は
あ
っ
て
も
、
低
地
を
流
れ
て
い
る
た
め
に
灌か

ん

漑が
い

用
に
は
使
え
ず
、
米
づ
く
り
に
は
適
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
あ
の
山
の
向
こ
う
に
恵
み
の
水
が
あ
る
」

―
安
積

に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
猪
苗
代
湖
か
ら
太
平
洋
側
に

水
を
引
く
「
湖こ

水す
い

東と
う

注ち
ゅ
う」

こ
そ
、
長
年
の
悲
願
で
し
た
。

そ
の
た
め
昔
か
らみ

ょ
う名

主し
ゅ

や
豪
商
ら
が
独
自
に
調
べ
た
り
、

藩は
ん

に
陳ち

ん

情じ
ょ
うし

た
り
し
ま
し
た
が
、
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
、

莫
大
ば
く
だ
い

な
費
用
や
技
術
面
の
問
題
に
加
え
て
土
地
や
水
の
利

権
の
課
題
も
あ
り
、
そ
の
実
現
は
夢
物
語
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
状
況
は
一
変
し
ま
す
。
明
治
に
入
り
、
国
が

安
積
疎
水
の
夢
を
実
現
さ
せ
た
人
々
（
前
編
）

一
尺
を
開
け
ば
一
尺
の
仕
合
せ
あ
り
、
一
寸
を
墾
す
れ
ば
一
寸
の
幸
あ
り

磐梯山を映し出す猪苗代湖
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主
導
し
て
安
積
原
野
の
開
拓
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。
き
っ
か
け
は
明
治
天
皇
の
東
北
巡

じ
ゅ
ん

幸こ
う

で
あ
り
、

大お
お

久
保
く

ぼ

利
通
と
し
み
ち

の
存
在
で
し
た
。＊

ア
メ
リ
カ
・
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
ペ
リ
ー
の
来
航

に
よ
っ
て
開
国
を
余
儀
よ

ぎ

な
く
さ
れ
た
日
本
は
、
幕
藩
体
制

に
終
止
符
を
打
ち
、
近
代
国
家
の
建
設
に
着
手
し
ま
す
。

西
欧
列
強
が
世
界
各
地
の
植
民
地
化
を
進
め
て
い
た
当

時
、
そ
れ
ら
と
対
等
に
付
き
合
い
、
自
国
の
独
立
を
守
っ

て
い
く
た
め
に
は
日
本
も
国
力
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。「
富
国
強
兵
」「
殖
産
興
業
」
の
国

家
目
標
を
実
現
す
る
た
め
、
旧

来
の
体
制
を
改
め
、
日
本
が
一

つ
に
な
っ
て
邁
進
ま
い
し
ん

す
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
が
「
廃
藩
置
県
」

で
す
。
そ
れ
ま
で
の
藩
体
制
を

廃
止
し
て
替
わ
り
に
府
・
県
を

置
き
、
明
治
政
府
か
ら
知
事
を

任
命
す
る
こ
と
で
国
内
の
統
一

を
図
り
ま
し
た
。
藩
の
廃
止
は
二
百
万
人
と
い
わ
れ
た
武

士
の
失
業
を
意
味
し
ま
し
た
。
職
を
失
い
困こ
ん

窮き
ゅ
うを

極
め
る

旧
武
士
の
救
済
（
士
族
授
産
）
は
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
重

要
な
課
題
の
一
つ
で
し
た
。

安
積
地
方
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
福
島
県
が

置
か
れ
、
県
令
け
ん
れ
い

（
知
事
相
当
職
）
と
し
て
安や
す

場ば

保
和
や
す
か
ず

が
赴
任

し
ま
す
。
彼
は
前
年
、
岩
倉
欧
米
使
節
団
の
一
員
と
し
て
、

岩い
わ

倉く
ら

具と
も

視み

、
大
久
保
利
通
、
木
戸
き

ど

孝
允
た
か
よ
し

、
伊い

藤
博
文

と
う
ひ
ろ
ぶ
み

ら
と

共
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
広
大
な
開
拓
の
よ
う
す
を
目ま

の

当
た
り
に
し
て
い
ま
し
た
。
安
場
は
県
の
典て
ん

事じ

（
課
長
職
）

に
中な
か

條
じ
ょ
う

政
恒

ま
さ
つ
ね

を
採
用
し
、
安
積
地
方
の
開
拓
を
命
じ
ま

す
。北
海
道
開
拓
を
夢
見
て
い
た
元
米
沢
藩
士
の
中
條
は
、

そ
れ
を
安
積
に
置
き
換
え
、
翌
五
年
、
ま
ず
大
槻
お
お
つ
き

が
原は
ら

地

区
の
開
拓
に
情
熱
を
注
ぐ
の
で
す
。

「
一
尺
を
開
け
ば
一
尺
の
仕し

合あ
わ

せ
あ
り
、
一
寸
を
墾
す

れ
ば
一
寸
の
幸
あ
り
」（
告
諭
書
よ
り
）
と
、
地
元
・
旧
二

本
松
士
族
を
は
じ
め
、
広
く
県
民
に
呼
び
か
け
て
開
拓
地

へ
の
移
住
を
勧
め
ま
す
。

安
積
地
方
、
す
な
わ
ち
今
日
の
郡
山
市
の
発
展
は
、
こ

こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。

（
こ
の
項
つ
づ
く
）

第
五
回
「
歴
史
に
学
ぼ
う
、
先
人
に
学
ぼ
う
」
の
原
稿
募
集
中
（
採
用
原
稿
は
後
日
単
行
本
化
）

詳
し
く
は
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
出
版
部
（
０
４
―

７
１
７
３
―

３
３
３
３
）
ま
で

典事・中條政恒 県令・安場保和

（
た
が
や
し
）
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