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近
年
、
心
理
学
は
そ
の
方
向
を
大
き
く
変
え
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。 

 

か
つ
て
心
理
学
は
人
の
悩
み
や
不
幸
に
焦
点
を
当
て
、
な
ぜ
人
は
心
を
病

む
の
か
、
な
ぜ
人
が
不
幸
に
な
る
の
か
を
研
究
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
心
理
学
は
、
人
が
幸
福
で
あ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ

ば
良
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
あ
れ
ば
人
は
良
く
生
き
る
こ
と

（w
ell-being

  (1)
）
が
で
き
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
踏
み
出
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
、
す
な
わ
ち
人
の
心
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
す
る
原
因
の

探
究
か
ら
、
人
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
条
件
の
探
究
へ
と
転
換
し
た
「
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
は
マ
ー
テ
ィ
ン
・
Ｅ
・
Ｐ
・
セ
リ
グ
マ
ン
ら
を
中
心
に

生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
端
的
に
「
ど
う
す
れ
ば
幸

福
に
な
れ
る
か
」
を
目
的
に
幸
福
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
「
幸
福
学
」

も
生
ま
れ
て
い
る
。 

「
幸
福
」
は
哲
学
に
お
い
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
古
来
、

無
数
の
哲
学
者
が
幸
福
に
つ
い
て
、
ま
た
良
く
生
き
る
と
は
何
か
に
つ
い
て

論
じ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
、
哲
学
の
三
大
幸

福
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
書
物
が
あ
る
。
ヒ
ル
テ
ィ
、
ア
ラ
ン
、
ラ
ッ
セ
ル
の

幸
福
論
で
あ
る
。
本
論
文
は
こ
れ
ら
三
人
の
幸
福
論
の
骨
格
を
示
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
論
者
に
お
け
る
「
幸
福
」
の
内
実
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
。 

  

１１  

ヒヒ
ルル
テテ
ィィ
のの
「「
幸幸
福福
」」  

 

ヒ
ル
テ
ィ
（Carl H

ilty, 1833-1909

）
の
著
書"G

lück"

（『
幸
福
論
』）
は
、

一
八
九
一
年
か
ら
一
八
九
九
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
そ
の
冒
頭
部
分
で
ま
ず
ヒ
ル
テ
ィ
は
、「
人
間
の
本
性
、
、
は
働
く
よ
う
に
で

き
て
い
る
」
（I-15

、
傍
点
、
、
原
文
、
以
下
同
様
）
と
言
う
。
ヒ
ル
テ
ィ
に
と

っ
て
仕
事
・
労
働
と
は
、
人
間
が
生
活
す
る
た
め
に
や
む
な
く
行
う
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
が
人
間
と
し
て
本
来
的
に
生
き
る
時
間
、
つ
ま
り
人

間
と
し
てon
で
あ
る
時
間
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
休
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息
（off

）
が
存
在
す
る
。
車
を
動
か
す
た
め
に
ガ
ソ
リ
ン
が
必
要
な
よ
う

に
、
休
息
は
人
を
「
働
く
」
と
い
う
本
来
の
あ
り
方
へ
と
充
電
す
る
た
め
に

あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
「
本
当
の
休
息
は
た
だ
活
動
の
さ
な
か

、
、
、
に
の
み
あ
る
」

（I-15

）
。
そ
し
て
「
こ
う
し
た
自
然
の
休
憩
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
だ
け

の
、
絶．
え．
間．
な
い
．
．
有
益
．
．
な．
活
動
．
．
の
状
態
こ
そ
が
、
こ
の
地
上
で
許
さ
れ
る
最、

上、
の、
幸
福
、
、
な、
状
態
、
、
な
の
で
あ
る
」（I-16

、
傍
点
．
．
引
用
者
、
以
下
同
様
）。
つ

ま
り
「
人
間
の
最
上
の
幸
福
」
と
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
時
間
、
絶
え
間

な
い
有
益
な
活
動
＝
働
く
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

 

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
働
く
こ
と
」
が
「
有
益
な
活
動
」
と
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ど
ん
な
仕
事
も
み
な
同

じ
だ
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
見
か
け
だ
け
の
仕
事
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

単
な
る
見
か
け
が
目
的
の
仕
事
、
ま
た
は
見
か
け
だ
け
の
た
め
に
あ
る
仕
事

な
ど
で
あ
る
」（I-18

）。
た
と
え
ば
、「
い
わ
ゆ
る
「
ご
婦
人
が
た
の
手
芸
」

の
一
部
分
、
特
に
以
前
に
よ
く
見
ら
れ
た
道
楽
半
分
の
無
意
味
な
軍
人
生
活
、

…
…

そ
れ
か
ら
自
分
の
財
産
の
単
な
る
「
管
理
」」（I-18

）
な
ど
、
要
す
る

に
「
何
か
「
す
る
こ
と
」
が
あ
る
」「
自
分
に
も
仕
事
が
あ
る
」
と
い
う
「
見

か
け
だ
け
」
の
仕
事
や
、
ま
た
「
名
誉
心
や
貪
欲
、
わ
け
て
も
生
活
維
持
の

必
要
」
（I-22

）
の
た
め
の
仕
事
は
「
有
益
な
仕
事
」
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
こ
れ
ら
の
「
仕
事
」
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

あ
く
ま
で
自
分
の
暇
つ
ぶ
し
や
名
誉
、
社
会
的
評
価
、
あ
る
い
は
生
活
維
持

の
た
め
の
金
銭
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
れ
ば
（
あ

る
い
は
達
成
で
き
な
い
と
わ
か
れ
ば
）
動
機
付
け
を
失
っ
て
し
ま
う
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
仕
事
は
自
分
の
欲
望
を
叶
え
る
た
め
の
単
な
る
手

段
で
あ
る
。
そ
し
て
ヒ
ル
テ
ィ
は
こ
れ
ら
の
動
機
を
「
低
い
」
と
言
う
の
だ

（I-22

）。 

 

で
は
「
高
い
」
動
機
と
は
何
か
？ 

ヒ
ル
テ
ィ
に
よ
れ
ば
人
が
働
く
「
高

い
動
機
」
と
は
、「
仕
事
そ
の
も
の
に
対
す
る
・
あ
る
い
は
そ
の
人
々
の
た

め
に
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
そ
の
人
々
に
対
す
る
・
愛
や
責
任
感
情
」

（I-22

）
で
あ
る
。
高
い
動
機
の
仕
事
に
お
い
て
人
は
「
自
分
」
の
た
め
に

働
く
の
で
は
な
い
。
高
い
動
機
に
お
い
て
人
は
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
「
仕
事
」

そ
の
も
の
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
働
く
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
仕
事
を
通
し
て

出
会
う
「
人
々
」
を
愛
し
、
そ
の
人
々
に
対
す
る
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る

が
ゆ
え
に
働
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
う
し
た
仕
事
に
は
「
よ
り
多
く

の
持
続
性
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
結
果
に
拘
泥
し
な
い
と
い
う
特
質
を
も

つ
」（I-22

）。
た
と
え
取
り
掛
か
っ
て
う
ま
く
い
か
な
い
と
し
て
も
、
仕
事

そ
の
も
の
に
対
す
る
愛
が
あ
れ
ば
、
ま
た
あ
る
い
は
目
の
前
に
い
る
人
々
を

自
ら
の
仕
事
に
よ
っ
て
支
え
よ
う
と
願
う
場
合
に
は
、「
失
敗
し
て
も
飽
き

て
い
や
に
な
っ
た
り
、
成
功
し
て
も
満
足
し
て
熱
意
を
失
っ
た
り
す
る
こ
と

が
な
い
」（I-22

）。
私
の
愛
す
る
仕
事
は
自
分
の
目
の
前
に
あ
っ
て
私
自
身

を
待
ち
、
ま
た
私
が
そ
の
た
め
に
働
こ
う
と
す
る
人
々
も
ま
た
私
の
目
の
前

に
あ
っ
て
私
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
私
の
「
仕
事
」

は
生
き
て
い
る
限
り
私
を
鼓
舞
し
、
充
電
と
休
息
を
挟
み
な
が
ら
も
私
を
私．

の．
終
わ
り
の
な
い
仕
事
に
置
き
続
け
る
の
で
あ
る
。
高
い
動
機
に
基
づ
く
私

の
仕
事
は
終
わ
る
こ
と
が
な
い
。
私
は
も
は
や
自
分
の
た
め
に
生
き
る
の
で
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は
な
く
仕
事
の
た
め
に
仕
事
を
し
、
目
の
前
の
人
々
の
た
め
に
働
く
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
動
機
に
お
い
て
初
め
て
人
は
自
分
以
外

．
．
．
．
の．
何
も
の
か
を
愛
す

る
の
で
あ
り
、
し
か
も
ま
さ
に
自
ら
の
仕
事
に
お
い
て
／
自
ら
が
働
く
と
い

う
こ
と
に
お
い
て

．
．
．
．
愛．
す
る
．
．
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
仕
事
を
ヒ
ル
テ
ィ
は

「
有
益
な
活
動
」
と
呼
ぶ
の
だ
。 

 

こ
う
し
て
、
ヒ
ル
テ
ィ
は
「
我．
を．
忘．
れ
て
．
．
自
分
の
仕
事
に
完
全
、
、
に、
没
頭
す

る
こ
と
の
で
き
る
働
き
び
と

ア

ル

バ

イ

タ

ー

は
、
最
も
幸
福
で
あ
る
」（I-19

）
と
言
う
。 

逆
に
、「
我
を
忘
れ
る
」
こ
と
の
な
い
人
間
、
す
な
わ
ち
「
ど
う
し
た
な
ら

こ
の
地
上
の
生
活
に
お
い
て
、
自
分
．
．
の
た
め
に

．
．
．
．
最
高
の
幸
福
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
」
（I-55
）
に
拘
泥
す
る
「
低．
い．
動
機
の
利
己

主
義
者
」
は
幸
福
に
は
な
れ
な
い

  (2)
。
自
分
．
．
の．
幸
福
を
求
め
探
す
限
り
、
そ

の
人
は
幸
福
に
は
な
れ
な
い
と
ヒ
ル
テ
ィ
は
言
う
の
で
あ
る

  (3)
。 

  

こ
の
「
利
己
主
義
者
」
の
例
と
し
て
ヒ
ル
テ
ィ
が
出
す
の
は
ス
ト
ア
派
の

哲
学
者
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
で
あ
る

  (4)
。 

 

た
と
え
ば
ヒ
ル
テ
ィ
に
よ
れ
ば
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。 

 

「
世
に
は
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
も
の
と
、
及
ば
な
い
も
の
が
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
も
の
は
、
判
断
、
努
力
、
欲
望
、
嫌
悪
な
ど
、
ひ
と
言

で
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の

．
．
．
．
．
意
志
．
．
の
所
産
の
一
切
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
力
の

及
ば
な
い
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
、
財
産
、
名
誉
、
官
職
な
ど
、
わ
れ

わ
れ
の
所
為

せ

い

で
な
い
一
切
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
も
の
は
、

そ
の
性
質
上
、
自
由
．
．
で
あ
り
、
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
妨
害
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
。
が
、
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ば
な
い
も
の
は
、
無
力
で
、
隷
属
的

で
、
妨
害
さ
れ
や
す
く
、
他
人
の
力
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
」（1-43-44

）。 

 

「
自
分
の
力
の
及
ぶ
も
の
」
と
「
及
ば
な
い
も
の
」
を
分
け
、「
及
ば
な

い
も
の
」
に
対
し
て
は
手
を
出
さ
な
い
と
い
う
の
は
賢
い
や
り
方
で
あ
り
、

「
及
ば
な
い
も
の
」
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
も
が
く
の
は
愚
か
で
あ
る
。
だ

か
ら
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
言
う
の
だ
、「
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
を
検し

ら

べ
る
が
よ
い
。
そ
し
て
、
も
し
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ

の
力
の
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
ぎ
の
言
葉
を
用
意
せ
よ
、「
そ

れ
は
、
わ
た
し
に
は
か
か
わ
り
が
な
い
。」」（I-46

）、
と
。
肉
体
も
財
産
も

名
誉
も
官
職
も
「
自
分
の
力
の
及
ば
な
い
も
の
」
あ
る
い
は
「
他
人
の
力
の

中
に
あ
る
も
の
」
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
手
の
中
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
も
の
の
前
で
わ
れ
わ
れ
は
無
力
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
ど
う

に
も
な
ら
な
い
も
の
」
を
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
冷
静
に
受

け
入
れ
る
こ
と
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
自．

ら．
破
綻
．
．
す
る
．
．
の
を
避
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
「
で
き
る
」
最
大
の

こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
を
幸
福
に
す
る
た
め
に
「
で
き
る
」
の
は
、

自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
こ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

 
さ
ら
に
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
次
の
こ
と
を
教
え
る
。
そ

れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
降
り
か
か
る
「
不
幸
」
は
実
在
．
．
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
に
よ
れ
ば
、「
不
幸
」
と
は
、
人
が

そ
れ
を
「
不
幸
」
と
し
て

．
．
．
見
る
か
ら
「
不
幸
」
だ
と
見．
え
る
．
．
も
の
に
過
ぎ
な
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い
。「
実
在
す
る
」
の
は
「
何
ら
か
の
具
体
的
な
不
幸
」
で
は
な
く
、「
何
か

を
不
幸
と
考
え
る
自
分
の
考
え
」
で
し
か
な
い
。「
人
を
不
安
に
す
る
も
の

は
、
事
柄
．
．
そ
の
も
の

．
．
．
．
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
関
す
る
人
の
考．
え．
」（I-49

）

な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
が
誰
か
に
虐
待
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
不
幸
な

人
間
に
対
し
て
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
言
う
の
だ
、「
き
み
を
虐
待
す
る
も
の
は
、

き
み
を
の
の
し
っ
た
り
打
っ
た
り
す
る
人
で
は
な
く
、
こ
れ
を
屈
辱
と
考
え

る
き
み
の
観
念
で
あ
る
。
だ
れ
か
が
き
み
を
怒
ら
せ
た
な
ら
、
そ
れ
は
た
だ

き
み
自
身
の
観
念
が
き
み
を
刺
激
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
何
よ
り
も
ま

ず
、
事
の
起
こ
っ
た
瞬
間
に
、
そ
の
観
念
の
た
め
に
心
を
奪
い
去
ら
れ
ぬ
よ

う
に
つ
と
め
る
が
よ
い
」
（I-62

）
、
と
。
「
虐
待
」
は
「
虐
待
さ
れ
た
」
と

考
え
る
自
分
の
観
念
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
は
、

何
物
か
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
、
不
安
に
さ
れ
、
あ
る
い
は
悩
ま
さ
れ
た
な
ら
、

決
し
て
他
人
．
．
を．
咎
め
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
責
む
べ
き
も
の
は
、
わ
れ
わ

．
．
．

れ．
自
身
．
．
、
こ
と
に
そ
れ
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
考
え
で
あ
る
。
自
分
の
不
幸

の
た
め
に
、
他
人
を
責
め
る
の
は
、
無
教
養
者
の
仕
方
で
あ
り
、
自
分
を
責

め
る
の
は
、
初
学
者
の
仕
方
で
あ
り
、
自
分
を
も
他
人
を
も
責
め
な
い
の
が
、

教
養
者
の
、
完
全
に
教
育
さ
れ
た
者
の
、
仕
方
で
あ
る
」
（I-49

）
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

わ
れ
わ
れ
が
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
「
考

え
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
不
幸
な
の
は
自
分
が
囚
わ
れ
て
い
る
「
考
え
」

の
せ
い
な
の
だ
。「
き
み
が
苦
し
め
ら
れ
た
く
な
い
と
思
う
と
き
、
だ
れ
も

き
み
を
苦
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
き
み
が
自
ら
苦
し
め
ら
れ
た
と
考
え

る
と
き
に
の
み
、
き
み
は
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（I-76

）。
だ
か
ら
わ

れ
わ
れ
が
不
幸
を
免
れ
た
い
と
願
う
な
ら
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
分
自
身
を
不

幸
に
陥
れ
て
い
る
原
因
＝
「
自
分
の
考
え
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
。「
も
し
き
み
が
一
個
の
壺
を
見
る
な
ら

ば
、
そ
の
時
き
み
の
見
る
も
の
は
一
個
の
壺
で
あ
る
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ

る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
が
こ
わ
れ
て
も
心
の
平
静
を
や
ぶ
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
き
み
が
妻
子
を
胸
に
い
だ
く
な
ら
ば
、
き
み
の
愛

撫
す
る
も
の
が
一
人
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
、
自
分
に
告
げ
る
が
よ
い
。
そ

う
す
れ
ば
、
そ
の
人
が
死
ん
で
も
狼
狽
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」

（I-48

）、
と
。 

こ
う
し
て
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
す
る
。「
す
べ
て
世

間
の
事
柄
は
、
き
み
の
欲
す
る
ま
ま
に
起
こ
れ
よ
、
と
望
ん
で
は
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
世
に
起
こ
る
こ
と
は
、
そ
の
起
こ
る
が
ま
ま
に
起
こ
れ
、
と
願
う
が

よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
き
み
は
幸
福
で
あ
ろ
う
」（I-51

）。 

こ
れ
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
考
え
る
幸
福
へ
の
道
筋
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

外
界
の
出
来
事
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
自
ら
の
外
な
る
他
者

の
心
や
行
為
を
動
か
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
自．
ら
の
．
．

意
志
．
．
に
よ
っ
て

．
．
．
．
、
外
に
対
す
る
（
そ
も
そ
も
不
可
能
な
）
操
作
を
一
切
放
棄

し
、
自
分
自
身
の
考
え
や
行
動
を
自
制
す
る
と
い
う
選
択
を
す
る
こ
と
は
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
選
択
に
お
い
て
こ
そ
人
間
は
外
界
か
ら
自
由
で
い
ら

れ
る
。
ま
た
幸
福
の
可
能
性
も
生
ま
れ
る
。
人
間
に
と
っ
て
自
由
に
で
き
る

の
は
外
部
の
出
来
事
で
は
な
く
自
分
の
意
志
だ
け
な
の
だ
。
思
う
に
任
せ
ず
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翻
弄
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
の
地
上
の
生
活
に
お
い
て
自
分
の
被
る
被
害

を
最
小
限
に
食
い
止
め
、
自
分
自
身
を
救
う
の
は
他
で
も
な
い
こ
の
自
分
自

身
の
意
志
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
完
全
に
教
育
さ
れ
た
者
」、
自
己
完

成
し
た
者
は
、
自
分
が
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
外
的
出
来
事
に
動
じ
る

こ
と
は
も
は
や
な
い
の
で
あ
り
、
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
「
不
幸
」
に
抗
し

て
自
由
な
主
体
で
あ
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る

  (5)
。 

  

こ
う
し
た
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
を
「
哲
学
的
利
己
主
義
」（I-55

）
と
ヒ
ル
テ

ィ
は
批
判
す
る
。 

ヒ
ル
テ
ィ
は
言
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
た
め
に
の

み
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
完
成
の
た
め
に
生

き
て
い
る
の
で
す
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
完
成
な
る
も
の
が

そ
も
そ
も
、
他
人
に
対
す
る
配
慮
な
し
に
は
成
り
立
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
古
代
哲
学
の
根
底
に
は
、
い
っ
た
い
に
、
ど
う
し
た
な
ら
こ
の

地
上
の
生
活
に
お
い
て
、
自
分
の
た
め
に
最
高
の
幸
福
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
か
、
と
い
う
問
題
が
常
に
潜
ん
で
い
る
。
個
人
の
最
高
、
、
の、
形
成
、
、
の
問
題

も
、
古
代
哲
学
か
ら
は
す
で
に
い
く
ぶ
ん
縁
遠
い
問
題
で
あ
り
、
単
に
幸
福

の
手
段
と
し
て
の
み
そ
れ
は
考
察
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」（I-55

、
一
部

既
出
）。 

 

た
し
か
に
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
「
自
分
だ
け
の
」
幸
福
を
求
め
た
わ
け
で
は

な
い
。
だ
が
彼
が
「
自
分
の
た
め
の
」
幸
福
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
外
的
条

件
に
も
左
右
さ
れ
な
い
自
分
の
内
面
的
安
定
を
確
保
す
る
手
段
を
模
索
し

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
手
段
と
し
て
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
自
分
自
身
の

意
志
を
強
化
し
理
性
を
伸
長
さ
せ
る
と
い
う
方
策
を
立
て
た
の
だ
。
彼
に
お

い
て
は
、
自
ら
の
意
志
で
自
ら
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
力
能
．
．
な
い
し

．
．
．
徳．
を．

持．
つ．
者．
の
み
が

．
．
．
自．
ら
の
．
．
「
幸
福
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
力
能
を
持
た
な
い
愚
か
な
者
は
不
幸
に
留

ま
る
。
全
て
は
本
人
．
．
の．
意
志
と
理
性
と
知
性
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か

ら
ス
ト
ア
に
お
い
て
「
徳
は
こ
の
世
に
お
け
る
唯
一
の
福．
で
あ
り
、
悪
徳
は

唯
一
の
災
い
で
あ
る
。
ま
た
総
じ
て
内
的
財
宝
は
、
決
し
て
失
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
、
人
間
の
力
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
偶
然

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
外
的
財
宝
よ
り
も
、
は
る
か
に
ま
さ
っ
て
い
る
。
徳

は
英
智
で
あ
り
、
悪
徳
は
愚
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
は
ど
ん
な
過
渡
的
段

階
も
存
在
し
な
い
。
人
間
に
お
け
る
最
高
の
も
の
は
、
こ
の
道
理
を
洞
察
す

る
理
性
（nus

）
で
あ
り
、
次
ぎ
に
は
こ
れ
を
実
行
し
、
確
保
す
る
意
志
力

（thym
os

）
で
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
二
つ
の
精
神
力
に
よ
っ
て
正

し
い
限
界
内
に
と
ど
め
ら
れ
る
欲
求
の
能
力
が
来
る
の
で
あ
る
」（I-104

）

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
ヒ
ル
テ
ィ
は
言
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
「
ス
ト
ア
主
義
は
さ
な
が

ら
一
つ
の
哲
学
的
兵
営
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
人
類
の
す
ぐ
れ
た
一
部
の

人
々
が
常
に
厳
格
な
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
報
酬
と
し
て
他．

の．
人
々
．
．
に．
対．
す
る
．
．
支
配
．
．
と．
、
高．
め
ら
れ
た

．
．
．
．
階
級
意
識

．
．
．
．
と
を
．
．
持．
つ．
の
で
あ
る
」

（I-105-106
）。 

 

さ
ら
に
ヒ
ル
テ
ィ
は
言
う
。
も
し
ス
ト
ア
が
要
求
す
る
高
い
レ
ベ
ル
に
ま
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で
自
己
の
意
志
と
理
性
と
知
性
を
鍛
錬
し
、
ま
た
こ
う
し
た
「
高
い
自
己
」

を
人
生
の
ど
の
場
面
に
お
い
て
も
維
持
し
続
け
る
と
い
う
難
事
を
達
成
し

た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
ス
ト
ア
的
「
幸
福
」
な
る
も

の
は
せ
い
ぜ
い
「
不
幸
を
減
ず
る
」
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
。「
彼
等
の

幸
福
は
む
し
ろ
消
極
的
で
、
人
生
に
は
必
ず
付
随
す
る
災
い
を
主
観
的
に
で

き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
に
、
そ
の
幸
福
は
尽
き
る
」（I-56

）
の
だ
。 

 

で
は
ヒ
ル
テ
ィ
自
身
の
考
え
る
幸
福
と
は
何
で
あ
る
の
か
。 

  

ヒ
ル
テ
ィ
も
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
前
提
は
共
有
す
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
こ

う
言
っ
た
の
だ
っ
た
。「
す
べ
て
世
間
の
事
柄
は
、
き
み
の
欲
す
る
ま
ま
に

起
こ
れ
よ
、
と
望
ん
で
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
世
に
起
こ
る
こ
と
は
、
そ
の

起
こ
る
が
ま
ま
に
起
こ
れ
、
と
願
う
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
き
み
は
幸
福
で

あ
ろ
う
」（I-51

）。  

 

幸
福
で
あ
る
た
め
に
は
ま
ず
．
．
こ
の
地
点
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
点
に
関
し
て
は
ヒ
ル
テ
ィ
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
に
同
意
す
る
。
地
上
の

生
に
お
い
て
自
分
の
欲
す
る
こ
と
だ
け
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得

ず
、
む
し
ろ
起
き
て
欲
し
く
な
い
こ
と
が
起
き
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
日
常

だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
不
幸
」
を
避
け
得
な
い
の
だ
。
と
す
れ
ば

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問
題
は
「
不
幸
」
を
生
起
さ
せ
な
い
こ
と
で
は
な
く
、

「
不
幸
」
が
あ
る
に
も
．
．
関．
わ．
ら
ず
．
．
幸
福
．
．
で
あ
る

．
．
．
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
ヒ
ル
テ
ィ
も
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
共
に
こ
う
言
う

の
だ
、「
幸
福
と
は
、
も
は
や
外
的
運
命

．
．
．
．
に．
支
配
．
．
さ
れ
る
こ
と
な
く

．
．
．
．
．
．
．
、
完
全

に
こ
れ
を
克
服
し
た
、
こ
の
不
断
、
、
の、
平
和
、
、
の
こ
と
で
あ
る
」（I-245

）、
と
。 

 

ヒ
ル
テ
ィ
と
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
で
は
、「
し
か
し
そ
れ
に
到
達
す
る
道
か
ら

い
え
ば
、
違
っ
て
い
る
」
（I-52

）
の
で
あ
る
。
ス
ト
ア
に
お
い
て
は
、
こ

の
地
点
に
達
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
意
志
と
力
能
に
よ
っ
て
「
不
幸
」
を

克
服
す
る
こ
と
、
も
は
や
ど
ん
な
不
幸
に
も
振
り
回
さ
れ
な
い
自
己
を
形
成

す
る
こ
と
が
必
要
条
件
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
ヒ
ル
テ
ィ
は
意
志
．
．
を．
放
棄
．
．
す．

る．
。
ヒ
ル
テ
ィ
は
た
だ
．
．
自
ら
を
委
ね
よ
と
言
う
の
で
あ
る
。 

 

自
己
の
好
ま
な
い
こ
と
が
起
き
る
と
き
、
そ
れ
に
対
す
る
対
処
は
三
つ
あ

る
。
ひ
と
つ
は
そ
の
不
幸
に
巻
き
込
ま
れ
て
苦
し
む
道
で
あ
る
。
二
つ
目
は

そ
の
不
幸
を
意
志
．
．
に
よ
っ
て
克
服
す
る
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
不

幸
を
不
幸
と
考
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
不
幸
を
実
在
さ
せ
て
し
ま
う
自
己

（
＝
巻
き
込
ま
れ
る
自
己
）」
を
「
不
幸
を
不
幸
と
考
え
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
不
幸
を
不
在
化
さ
せ
る
自
己
（
＝
巻
き
込
ま
れ
な
い
自
己
）」
に
作
り
変

え
る
こ
と
（
自
己
形
成
）
に
よ
っ
て
不
幸
を
か
わ
す
ス
ト
ア
の
道
で
あ
る
。

そ
し
て
三
つ
目
が
ヒ
ル
テ
ィ
の
や
り
方
、
す
な
わ
ち
不
幸
を
ま
さ
に
「
不
幸
」

と
し
て

．
．
．
、
し
か
も
同
時
に
「
自
ら
に
対
す
る
賜
物
」
と
し
て

．
．
．
受
け
取
る
道
な

の
で
あ
る
。
ヒ
ル
テ
ィ
の
取
る
第
三
の
道
に
お
い
て
は
、
自
己
と
外
的
事
象
、

自
己
と
「
不
幸
」
は
対
立
し
な
い
。「
自
ら
の
力
の
及
ば
な
い
も
の
を
そ
の

ま
ま
に
せ
よ
」
と
い
う
命
令
は
、
ヒ
ル
テ
ィ
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

．
．
．
．
．
．
．

喜．
び．
迎．
え
よ
．
．
と
命
ず
る
命
令
に
転
化
す
る
の
だ
。 

 

あ
ら
ゆ
る
も
の
、
と
は
自
ら
に
起
き
る
す
べ
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
幸
福

と
は
、
も
は
や
外
的
運
命
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
完
全
に
こ
れ
を
克
服
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し
た
、
こ
の
不
断
、
、
の、
平
和
、
、
の
こ
と
で
あ
る
」（
既
出
）
が
、
こ
の
幸
福
を
実

現
す
る
た
め
に
、
ス
ト
ア
は
、「
外
的
運
命
」
を
す
べ
て

．
．
．
主
観
の
映
し
出
す

幻
影
と
し
て
脱
権
力
化
し
克
服
す
る
。
し
か
し
こ
う
す
る
過
程
で
た
し
か
に

不
運
は
不
運
で
は
な
く
な
る
が
、
同
時
に
幸
運
も
ま
た
喜
ぶ
べ
き
幸
運
で
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
自
分
に
起
き
る
す
べ
て

．
．
．
が
主
観
の
映
し
出
す

幻
影
と
し
て
「
克
服
」
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ス
ト
ア
の
内
的
世
界

に
は
苦
し
む
べ
き
不
運
は
な
い
。
だ
が
喜
ぶ
べ
き
幸
運
も
な
い
の
だ
。
ヒ
ル

テ
ィ
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
「
幸
福
」
を
「
消
極
的
」
と
言
う
の
は
そ
れ
だ
か

ら
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
ヒ
ル
テ
ィ
は
「
積
極
的
」
な
「
幸
福
」
を
い
か
に
し
て
実
現
す

る
の
か
？ 

す
べ
て
を
神
か
ら
の
恵
み
と
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。 

 

ヒ
ル
テ
ィ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
喜
び
迎
え
よ
と
い
う
こ
の
命
令
を
神
へ

の
帰
属
の
命
令
と
し
て
与
え
る
。 

そ
も
そ
も
起．
き
て
い
る

．
．
．
．
こ
と
は
す
べ
て
「
自
ら
の
力
の
及
ば
な
い
も
の
」、

「
外
的
運
命
」
で
あ
り
、
自
己
の
好
悪
に
関
わ
ら
ず
外．
か
ら
．
．
わ
れ
わ
れ
に
与

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
出
来
事
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が

こ
こ
に
生
き
て
い
る
の
も
わ
れ
わ
れ
自
身
の
努
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く

わ
れ
わ
れ
が
呼
吸
を
し
て
い
る
の
も
自
ら
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

自
分
の
意
志
を
超
え
た
こ
の
絶
対
的
受
動
性
を
わ
れ
わ
れ
は
既．
に．
生
き
て

い
る
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
の
は
「
与
え
ら
れ
て

．
．
．
い
る
」
と
い
う
こ
の

受
動
性
を
生
き
切
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
事
実
．
．
性
に
抗
う
か
の
二
択
で
あ
る
。

そ
し
て
す
べ
て
が
与
え
ら
れ
た
も
の
／
自
分
を
超
え
る
な
に
も
の
か
に
よ

っ
て
自
ら
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
な

に
も
の
か
／
わ
れ
わ
れ
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
超
越-

者
に
自
ら
を
委
ね
、

与
え
ら
れ
る
生
を
恵
ま
れ
た
生
と
し
て
生
き
る
し
か
な
い
。 

ヒ
ル
テ
ィ
は
こ
の
超
越
者
を
神
と
呼
ぶ
。
こ
の
超
越
者
を
神
と
呼
ぶ
の
は

神
が
超
越-

者
で
あ
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
ヒ
ル
テ
ィ
は
彼
の
住
む
世
界
の

文
化
に
し
た
が
っ
て
超
越
者
を
神
と
呼
び
、
そ
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
「
キ

リ
ス
ト
教
」
を
通
じ
て
の
超
越
者
へ
の
近
接
路
を
守
ろ
う
と
し
た
の
だ
。
森

で
深
呼
吸
を
す
る
こ
と
の
喜
び
も
息
が
詰
ま
る
苦
し
み
も
共
に
こ
の
自
己

の
視
点
を
は
る
か
に
超
越
す
る
者
、
す
な
わ
ち
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
、

恵
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
恵
み
と
し
て

．
．
．
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
者
こ
そ
幸

福
な
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
も
は
や
ヒ
ル
テ
ィ
に
お
い
て
不
幸
は
存
在
し
な
い
。「
不
幸
」

も
自
己
に
お
い
て
生
ま
れ
る
「
苦
し
み
」
も
す
べ
て
が
神
か
ら
の
恵
み
な
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
厭
な
こ
と
が
実
際
訪
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
避
け
よ
う

と
は
せ
ず
、
道
理
に
そ
う
て
そ
れ
を
活
用
し
、
克
服
、
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

神
は
そ
れ
を
あ
な
た
に
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、

神
は
、
精
神
的
に
よ
り
高
い
人
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」

（III-353
）
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
受
け
る
「
い
ろ
い
ろ
の
苦
痛
は
「
そ
れ

ぞ
れ
大
き
な
幸
福
へ
入
る
門
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
（I-243

）
の
だ
。

だ
か
ら
、
た
と
え
「
病
気
の
と
き
で
も
、
あ
る
い
は
、
何
事
か
に
思
い
わ
ず
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ら
っ
て
、
そ
の
好
結
果
の
得
ら
れ
る
望
み
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
絶
え
た
と

き
で
も
、
お
の
れ
の
一
切
の
行
動
を
神
に
ゆ
だ
ね
て
信
頼
し
き
る
こ
と
、
こ

れ
が
神
に
仕
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
」（II-77

）。「
し
た
が
っ
て
、
苦
し

み
に
出
会
っ
た
ら
、
ま
ず
感
謝
す
る
が
よ
い
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
苦
し
み
が

何
の
た
め
に
役
立
つ
か
を
た
ず
ね
給
え
。
あ
な
た
が
そ
れ
を
た
だ
避
け
よ
う

と
せ
ず
、
そ
の
苦
し
み
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
真
剣
に
願
う
な
ら
ば
、
や

が
て
必
ず
そ
れ
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。…

…

こ
れ
こ
そ
、
高
き
を
め
ざ
す

一
番
の
近
道
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ひ
た
す
ら
神
の
導
き
に
信
頼
す
る
以
外

に
は
何
も
の
も
必
要
で
な
い
」（III-353
）
の
だ
。 

神
に
仕
え
る
こ
と
、
自
分
に
理
解
で
き
な
い
も
の
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま

に
超
越
者
か
ら
の
恵
み
と
し
て

．
．
．
受
け
入
れ
る
こ
と
。
こ
の
幸
福
の
地
平
に
存

在
す
る
の
は
「
哲
学
的
兵
営
」
で
も
な
け
れ
ば
「
常
に
厳
格
な
義
務
を
果
た

す
人
類
の
す
ぐ
れ
た
一
部
の
人
々
」
で
も
な
い
。
高
き
を
め
ざ
す
に
は
「
何

も
の
も
必
要
で
な
い
」
の
で
あ
る

  (6)
。「
自
力
に
よ
る
徳
と
い
う
も
の
を
、

キ
リ
ス
ト
教
は
ま
っ
た
く
信
じ
な
い
」
（I-106

）
。
必
要
な
の
は
た
だ
．
．
、
超

越
者
に
従
う
こ
と
＝
仕
え
る
こ
と
だ
け
．
．
な
の
だ
。
ヒ
ル
テ
ィ
は
言
う
。「
わ

れ
わ
れ
が
お
よ
そ
達
し
う
る
最
高
、
、
の、
段
階
は
、
パ
ウ
ロ
が
ピ
リ
ピ
人
に
送
っ

た
手
紙
で
述
べ
て
い
る
。
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
二
の
一
四
・
一
五
、
三
の
一

二―

一
五
、
四
の
四―

八
・
一
二
・
一
三
・
一
八
。
そ
れ
は
、
神
が
欲
し
た

も
う
よ
う
な
単
純
．
．
な．
人
間
．
．
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間
が
自
分
自
ら
気
に

い
る
よ
う
な
者
や
、
幾
千
年
来
人
間
が
人
為
的
に
教
育
し
て
き
た
よ
う
な
者

に
な
る
こ
と
で
は
な
い
」（II-349

）。
人
間
が
達
し
う
る
「
最
高
の
段
階
は
、

自
分
の
運
命
を
、
た
だ
不
平
を
鳴
ら
さ
ず
に
、
あ
る
い
は
受
動
的
な
忍
耐
を

も
っ
て
、
受
け
取
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
正
し
い
運
命
だ
と
い

う
喜
ば
し
い
確
信
を
も
っ
て
迎
え
う
る
境
地
で
あ
る
。
こ
れ
が
で
き
る
人
は
、

キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
世
で
は
な
や
み
が
あ
る
、

し
か
し
、
わ
た
し
は
す
で
に
世
に
勝
っ
た
、
と
」（III-119

）。 

だ
が
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
「
神
の
み
こ
こ
ろ
に

．
．
．
．
．
従．
う．
生
活
は
、
そ
れ
に
先

立
っ
て
、
本
来
利
己
的
に
で
き
て
い
る
自
然
的
存
在
（
そ
れ
が
上
品
で
あ
る

か
、
粗
野
で
あ
る
か
は
、
実
質
的
に
区
別
が
な
い
）
の
完
き
改
造
を
要
求
す

る
」（I-106

）。
神
の
み
こ
こ
ろ
に
「
従
う
」
こ
と
、「
生
ま
れ
な
が
ら
の
利

己
心
を
完
全
、
、
に、
捨
て
て
、
お
の
れ
の
意
志
を
の
こ
ら
ず

、
、
、
、
神
に
委
ね
る
こ
と
」

（III-70-71

）
、
す
な
わ
ち
自
己
の
利
益
を
捨
て
自
己
の
不
幸
を
喜
ぶ
こ
と

は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
ゴ
は
自
己
利
益
を
求
め
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て

も
し
真
に
神
に
従
お
う
と
す
る
な
ら
「
そ
の
前
に
、
先
ず
ほ
ん
と
う
の
死
〔
我

意
の
死
〕
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（III-71

）。
も
ち
ろ
ん
、「
こ
こ
に
死
と

い
う
の
は
、
利
己
的
生
活
を
め
ざ
す
我
意
の
放
棄
を
指
す
の
で
あ
る
」

（II-304

）。 

だ
が
、
こ
う
し
た
「
死
」
も
、
自．
ら．
生
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ヒ
ル

テ
ィ
は
言
う
。「
正
し
い
生
涯
に
お
い
て
は
、
お
そ
か
れ
早
か
れ
、
あ
の
ジ

ェ
ノ
ア
の
聖
カ
テ
リ
ナ
の
「
す
べ
て
の
我
意
は
罪
で
あ
る
」
と
い
う
烈
し
い

言
葉
が
、
真
理
と
な
る
瞬
間
が
や
っ
て
来
る
」（II-304

）
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
そ
れ
を
待
ち
、
受
け
入
れ
れ
ば
良
い
の
だ
。 
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わ
れ
わ
れ
は
自
分
を
神、
も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
に
ゆ
だ
ね

、
、
、
、
家
の
鍵
を

ま
っ
た
く
無
条
件
に
神
の
手
に
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

神、
か
ら
、
、
わ
れ
わ
れ
は
愛、
を
さ
ず
け
ら
れ
る

、
、
、
、
、
、
、
だ
ろ
う
。
こ
の
愛
は
い
か

な
る
人
も
自
分
で
は
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は

人
間
を
変
化
、
、
さ
せ
る

、
、
、
原
理
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分

で
は
決
し
て
打
ち
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
利
己
心
を
無
く
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。（II-315

） 
 

幸
福
に
な
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
の
人
生
は
始
め
か
ら
成
功
を
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私

は
神
が
意
志
す
る
通
り
に
生
き
れ
ば
「
良
い
」
の
だ
。
神
の
意
志
に
喜
ん
で

身
を
委
ね
れ
ば
「
良
い
」
の
だ
。
私
は
私
自
身
の
持
ち
物
で
は
な
く
神
の
道

具
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
私
に
で
き
る
最
大
の
こ
と
は
、
自
己
の
身
体
を
神

に
差
し
出
す
こ
と
、
神
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
自
己
の
身
体
に
お
い
て
生
き
る
こ

と
、
自
己
の
視
野
を
は
る
か
に
超
越
す
る
神
の
意
志
を
実
現
す
る
場．
と
な
る

．
．
．

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も

．
．
．
私．
は．
既．
に．
神．
の．
道
具
．
．
な
の
で
あ
る

．
．
．
．
．
。
だ
と
す
れ
ば
私

は
何
も
計
算
し
な
く
て
良
い
の
だ
。
私
は
既．
に．
神
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
か
ら
で

あ
る
。
地
上
に
限
定
さ
れ
た
見
え
な
い
私
の
狭
い
視
野
で
ど
ち
ら
に
行
け
ば

い
い
か
と
案
じ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
私
は
自
ら
の
ま
ま
に
生
き
れ
ば
良
い

の
だ
。
超
越
す
る
見
通
す
神
が
私
を
配
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
神
の
内

に
あ
る
の
で
あ
る
。
私
が
何
を
し
よ
う
と
、
す
べ
て
は
善
な
の
で
あ
る
。
し

か
も
す
べ
て
が
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
私
の
視
野
か
ら
は
決
し
て

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
私
は
そ
れ
が
善
で
あ
る
こ
と
を
知．

る．
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ヒ
ル
テ
ィ
は
言
う
の
だ
。「
そ
れ
故
、
心
の
喜
ば
し

さ
は
、
つ
ね
に
信
仰
、
、
の
ま
こ
と
の
証
明
、
、
で
あ
る
」（III-83

）。「
信
仰
と
は
、

神
に
対
す
る
従
順
、
、
を
本
体
と
す
る
、
理
想
的
生
活

、
、
、
、
、
へ
の
、
、
勇
気
、
、
で
あ
る
」

（III-85

）、
と
。 

こ
う
し
て
、
ヒ
ル
テ
ィ
に
お
い
て
、
人
間
に
許
さ
れ
る
最
大
の
幸
福
の
中

で
「
神
の
支
配
と
自
由
と
が
人
間
に
お
い
て
合
致
す
る
」（II-329

）
の
で
あ

る
。 

  

２２  

アア
ララ
ンン
のの
「「
幸幸
福福
」」  

  

ア
ラ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る

  (7)
。 

 

自
分
の
や
っ
て
い
る
職
業
に
不
平
を
言
っ
て
い
る
よ
う
な
人
に
、
あ

な
た
は
毎
日
、
す
く
な
く
と
も
ひ
と
り
ぐ
ら
い
は
出
会
う
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
人
の
文
句
は
、
い
つ
で
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
も
っ
と
も

だ
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
こ
と
に
も

．
．
．
．
．
．
．
文
句
．
．
は
つ
け
ら
れ
る
も

．
．
．
．
．
．
．

の
だ
し

．
．
．
、
な
に
も
の
も

．
．
．
．
．
完
全
．
．
で
は
な
い

．
．
．
．
か
ら
だ
。 

あ
な
た
が
教
師
だ
っ
た
ら
、
こ
う
言
う
だ
ろ
う
。
な
に
ひ
と
つ
知

ら
な
い
、
な
に
ひ
と
つ
興
味
を
も
た
な
い
粗
暴
な
若
者
た
ち
を
教
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
。
技
師
だ
っ
た
ら
、
山
の
よ
う
な
無
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用
の
書
類
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
、
と
言
う
だ
ろ
う
。
弁
護
士
だ
っ
た

ら
、
こ
ち
ら
の
言
う
こ
と
を
聞
き
も
せ
ず
居
眠
り
し
な
が
ら
条
文
を

読
ん
で
い
る
よ
う
な
裁
判
官
の
前
で
弁
護
す
る
の
だ
か
ら
、
と
言
う

だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
た
し
か
に
真
実
だ
。
そ
し
て
わ
た

し
も
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
こ
う
い
う
事
が
ら
は
つ
ね
に
、
人
が

真
実
で
あ
る
と
言
え
る
程
度
に
は
、
真
実
で
あ
る
。
そ
の
上
、
胃
の

ぐ
あ
い
が
悪
い
と
か
、
靴
が
ぬ
れ
て
い
る
と
か
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し

に
は
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
し
ご
く
よ
く
わ
か
る
。
ま
さ
に
こ
う
い

う
こ
と
の
た
め
に
、
人
生
や
、
人
間
や
、
ま
た
も
し
あ
な
た
が
神
の

存
在
を
信
ず
る
な
ら
、
神
さ
ま
ま
で
呪
う
こ
と
に
な
る
。（198

） 
  

こ
う
し
た
不
平
を
言
う
人
は
よ
く
い
る
。
彼
ら
は
た
い
て
い
疲
れ
て
い
て
、

そ
し
て
不
幸
で
あ
る
。 

 

と
は
い
え
、
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
ん
な

こ
と
を
言
え
ば
き
り
が
な
い
し
、
悲
し
み
は
次
か
ら
次
に
と
悲
し
み

を
生
み
だ
す
、
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
運

命
に
つ
い
て
不
平
．
．
を．
言．
え
ば
．
．
、
不
幸
．
．
を．
増．
す．
こ
と
で
あ
り
、
笑
う
希

望
を
す
べ
て
あ
ら
か
じ
め
と
り
あ
げ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
胃
そ
の
も
の
ま
で
い
っ
そ
う
悪
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し

ひ
と
り
の
友
人
が
い
て
、
な
に
か
に
つ
け
て
悲
痛
の
思
い
で
不
平
を

言
っ
た
と
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
あ
な
た
は
か
れ
を
な
だ
め
て
、
世
の

中
を
別
の
角
度
か
ら
見
さ
せ
る
よ
う
に
努
力
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な

．
．
．

ら．
、
な
ぜ
あ
な
た
は

．
．
．
．
．
．
、
あ
な
た

．
．
．
自
身
．
．
に
と
っ
て
の

．
．
．
．
．
貴
重
．
．
な．
友．
と
な
ら

．
．
．

な
い
の
か

．
．
．
．
。（199

） 
 

小
雨
が
降
っ
て
い
る
と
す
る
。
あ
な
た
は
表
に
出
た
ら
、
傘
を
ひ
ろ

げ
る
。
そ
れ
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
。「
ま
た
い
や
な
雨
だ
！
」
な
ど
と
言

っ
た
と
こ
ろ
で
、
な
ん
の
役
に
立
と
う
。
雨
の
し
ず
く
も
、
雲
も
、

風
も
、
ど
う
な
る
わ
け
で
も
な
い
。「
あ
あ
、
結
構
な
お
し
め
り
だ
」

と
、
な
ぜ
言
わ
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
あ
な
た
が
言
う
の
を

わ
た
し
が
聞
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
雨
の
し
ず
く
が
ど
う
な
る
わ
け

で
も
な
い
。
そ
れ
は
事
実
だ
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
う
が
あ
な
た
に
と

．
．
．
．
．

っ
て
．
．
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
か
ら
だ
全
体
が
ふ
る
い
た
ち
、

ほ
ん
と
う
に
暖
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。…

…

人
間
の
こ
と
も
雨
同
様
に

見
な
す
が
い
い
。
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
、
と
あ
な
た
は
言

う
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が

．
．
．
．
、
容
易
．
．
な
の
だ

．
．
．
。
雨
に
対
し
て
よ
り

も
ず
っ
と
容
易
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
が
微
笑
し
た
と
こ
ろ

で
雨．
に．
対．
し
て
．
．
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
い
が
、
人
々
．
．
に．
対．
し
て
は

．
．
．
大

い
に
役
立
つ
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
た
ん
に

．
．
．
微
笑
．
．
の
ま
ね
を
し
た
だ
け

．
．
．
．
．
．
．
．

で
も
．
．
、
も
う
人
々
の
悲
し
み
や
悩
み
を
少
な
く
す
る
。（200

） 
 

あ
な
た
が
不
平
を
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ど
う
と
も
な
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
不
平
の
雨
に
び
し
ょ
ぬ
れ
に
な
り
、
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こ
の
雨
は
家
の
な
か
ま
で
わ
た
し
を
追
い
か
け
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、

雨
降
り
の
と
き
こ
そ
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
が
見
た
い
も
の
だ
。
そ

れ
ゆ
え
、
悪
い
天
気
の
と
き
に
は
、
い
い
顔
を
す
る
も
の
だ
。（284

） 
 

ア
ラ
ン
の
言
う
こ
と
は
平
明
で
あ
る
。
自
分
の
状
況
に
不
平
を
言
う
な
、

た
と
え
不
幸
な
「
雨
」
の
と
き
で
も
「
微
笑
の
ま
ね
を
し
ろ
」
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
ど
ん
な
と
き
で
も
微
笑
し
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
一
点
で
あ
る
。 

微
笑
し
て
も
「
雨
に
対
し
て
」
ど
う
に
か
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が

微
笑
は
「
あ
な
た
に
と
っ
て
」
良
い
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
「
人
々
に
対
し

て
」
は
大
い
に
役
立
つ
こ
と
な
の
だ
。
し
か
も
そ
れ
は
「
容
易
な
こ
と
」
で

あ
る
。
微
笑
の
「
ま
ね
」
を
す
る
「
だ
け
」
な
ら
い
つ
で
も
で
き
る

．
．
．
は
ず
だ

か
ら
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
容
易
に
で
き
る

．
．
．
「
微
笑
の
ま
ね
」
を
せ
ず
．
．
、

雨
だ
か
ら

．
．
．
不
平
を
言
う
者
、
雨
だ
か
ら

．
．
．
幸
福
で
な
い
者
は
、
外
的
状
況
に
依．

存．
し
、「
不
幸
で
あ
る
」
こ
と
を
自
ら
に
許
し
、
不
幸
の
中
に
「
居
座
る
」

者
で
あ
る
。
彼
は
「
不
幸
」
の
外
に
出
よ
う
と
は
せ
ず
、
き
り
な
く
不
平
不

満
を
言
う
こ
と
で
「
自
ら
の
」
不
幸
を
増
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
の

「
人
々
の
」
気
分
を
も
害
す
る
「
無
作
法
者
」
な
の
で
あ
る

  (8)
。 

 

不
幸
だ
っ
た
り
不
満
だ
っ
た
り
す
る
の
は
、
む
ず
か
し
く
な
い
。
人

が
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
王
子
の
よ
う
に
、
坐
っ
て

い
れ
ば
い
い
。…

…

か
れ
ら
の
理
屈
も
な
か
な
か
も
っ
と
も
で
あ
る

こ
と
は
、
わ
た
し
も
知
っ
て
い
る
。
幸
福
に
な
る
こ
と
は
、
い
つ
で

も
む
ず
か
し
い
の
だ
。…

…

し
か
し
、
全
力
を
尽
く
し
て
た
た
か
っ

て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
け
っ
し
て
負
け
た
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
明
ら
か
な
義
務
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
と
り
わ
け
、
わ
た
し
に
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
幸
福
に
な

ろ
う
と
欲
し
な
い
な
ら
ば
、
幸
福
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
の
幸
福
を
欲
し
、
そ
れ
を
つ
く
ら

．
．
．

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
。（285

） 
  

こ
う
し
て
ア
ラ
ン
は
言
う
。 

 

わ
た
し
は
あ
な
た
に
上
機
嫌
を
お
す
す
め
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
贈
っ

た
り
、
も
ら
っ
た
り
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
、
世．
の．
人．
す．

べ
て
を

．
．
．
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
ま
ず
贈．
り．
主．
を．
豊
か
に
す
る
真
の
礼

儀
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
交
換
に
よ
っ
て
増
大
す
る
宝
も
の
で
あ
る
。

…
…

ひ
と
こ
と

．
．
．
．
親
切
な
こ
と
ば
を
言
い
、
ひ
と
こ
と

．
．
．
．
感
謝
の
こ
と
ば

を
言
い
た
ま
え
。
冷
淡
な
う
す
の
ろ
に
対
し
て
も
親
切
に
す
る
こ
と

だ
。
あ
な
た
は
、
ど
ん
な
小
さ
な
浜
辺
ま
で
も
、
こ
の
上
機
嫌
の
波

の
あ
と
を
追
っ
て
い
け
る
だ
ろ
う
。（
あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
接
す
れ

ば
た
と
え
混
ん
だ
忙
し
い
店
内
で
も
）
ボ
ー
イ
は
ち
が
っ
た
調
子
で

料
理
を
た
ず
ね
る
だ
ろ
う
し
、
お
客
た
ち
が
椅
子
の
あ
い
だ
を
通
る

し
か
た
も
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。…

…

そ
れ
ゆ
え
、
よ
い
馭
者
と

な
る
こ
と
だ
。
馭
者
席
に
ゆ
っ
た
り
腰
を
お
ろ
し
て
馬．
の．
手
綱
．
．
を
し
．
．
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っ
か
り

．
．
．
押．
さ
え
て
お
く

．
．
．
．
．
こ
と
だ
。（248-250

、（
）
内
は
引
用
者
注
） 

 
わ
れ
わ
れ
は
幸
福
を
「
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
ア
ラ
ン
は
言
う
。
幸

福
が
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
の
を
「
待
つ
」
の
で
は
な
い
。
自
分
で
「
つ

く
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
微
笑
の
ま
ね
」
を
し
、「
ひ
と
こ
と
」
感

謝
の
こ
と
ば
を
言
え
ば
よ
い
。
相
手
が
感
謝
す
る
価
値
の
あ
る
人
間
だ
か
ら

．
．
．

感
謝
す
る
の
で
は
な
い
。
ど
ん
な
う
す
の
ろ
に
対
し
て
も
親
切
に
す
る
の
で

あ
る
。 

仮
に
も
し
自
分
が
冷
淡
な
う
す
の
ろ
の
せ
い
で

．
．
．
不
幸
に
な
っ
た
と
し
よ

う
。
た
し
か
に
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
だ
と
し
て
も
、

そ
こ
で
起
き
て
い
る
事
実
は
「
自
分
が
不
幸
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
、
こ

の
一
点
で
あ
る
。
不
幸
に
「
さ
れ
た
」
自
分
は
不
機
嫌
に
な
り
、
そ
の
不
機

嫌
に
巻
き
込
ま
れ
て
周
り
の
人
た
ち
は
悲
し
い
思
い
を
し
、
そ
の
結
果
、
レ

ス
ト
ラ
ン
で
過
ご
す
時
間
は
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
そ
こ
で
起

き
る
「
事
実
」
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
た
と
え
相
手
が
冷
淡
な
う
す
の
ろ
で
あ
っ
た
と
し
て
も

．
．
．
．
、

自
分
と
い
う
「
馬
の
手
綱
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
」
礼
儀
正
し
く
感
謝
を
し
、

「
自
分
が
」
上
機
嫌
で
い
る
．
．
な
ら
、
状
況
は
変
わ
る
。
周
り
の
人
た
ち
も
巻

き
込
ま
れ
ず
に
済
む
。
こ
れ
も
ま
た
「
事
実
」
で
あ
る
。 

だ
と
す
れ
ば
自
分
は
不
幸
に
さ
れ
た

．
．
．
の
で
は
な
い
。「
自
分
が
」
不
幸
に

な
っ
た

．
．
．
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
分
が
不
幸
に
な
っ
た

．
．
．
せ
い
で
、
自
分
が
不
幸

な
状
況
を
現
実
に
立
ち
上
げ
て
い
る
．
．
の
だ
。 

だ
か
ら
幸
福
「
で
あ
る
」
こ
と
は
む
し
ろ
人
間
の
「
義
務
」
で
あ
る
。「
幸

福
で
あ
る
こ
と
が
他
人
に
対
し
て
も
義
務
で
あ
る
」（286

）
の
は
、
人
間
に

は
「
雨
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
周
囲
を
害
す
る
権
利
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
雨

降
り
の
と
き
こ
そ
」
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
自

分
が
「
幸
福
で
あ
る
」
こ
と
が
自
他
．
．
を．
晴
れ
や
か
に
／
幸
福
に
「
す
る
．
．
」
か

ら
で
あ
る
。「
幸
福
で
あ
る
」
こ
と
は
他
者
に
対
す
る
「
礼
儀
」
で
あ
り
、

自
他
に
対
す
る
「
も
っ
と
も
美
し
く
、
も
っ
と
も
気
前
の
い
い
捧
げ
物
」

（286

）
な
の
だ

  (9)
。「
幸
福
そ
れ
自
体
が
美
徳
」（277

）
な
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
不
機
嫌
を
続
け
て
き
た
人
間
が
「
微
笑
の
ま
ね
」
を

す
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
「
は
じ
め
か
ら
う
ま
く
い
か
な
い

こ
と
は
、
ど
ん
な
種
類
の
こ
と
に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
試
み
の
法
則
で
あ
る
。

…
…

た
と
え
釘
一
本
打
つ
だ
け
の
こ
と
で
も
、
だ
れ
で
も
は
じ
め
は
へ
た
な

も
の
だ
。
し
か
し
、
練
習
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
腕
ま
え
に
は
限
度
と
い
う

も
の
が
な
い
」（218-219

）。
そ
れ
を
し
な
い
で
不
機
嫌
に
居
座
る
の
が
不

幸
な
人
間
な
の
だ
と
し
た
ら
、
不
機
嫌
な
人
間
、
す
な
わ
ち
不
幸
な
人
間
と

は
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
も
し
幸
福
に
な
り
た
い
な
ら
、
ま
ず
は
自
ら
が
「
幸

福
に
な
ろ
う
と
欲．
し．
、
そ
れ
に
身
を
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」（279

）。

逆
に
、
そ
の
練
習
に
打
ち
込
ま
ず
、「
全
力
を
尽
く
し
て
た
た
か
」
う
こ
と

も
せ
ず
、「
幸
福
に
通
路
を
あ
け
、
戸
口
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
だ
け

で
、
公
平
な
見
物
人
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
入
っ
て
く
る
の

は
悲
し
み
で
あ
ろ
う
」（279

）。「
エ
ゴ
イ
ス
ト
が
悲
し
い
の
は
、
幸
福
を
待．

っ
て
い
る

．
．
．
．
か
ら
で
あ
る
」（280

）。 
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悲
観
主
義
は
気
分
．
．
に
属
し
、
楽
観
主
義
は
意
志
．
．
に
属
す
る
。
成
り
行

き
に
ま
か
せ
る
人
間
は
み
ん
な
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
い
る
も
の
だ
。…

…
根
本
的
に
は
、
上
機
嫌
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
し

か
し
正
確
に
言
え
ば
、
気
分
と
い
う
も
の
は
い
つ
で
も

．
．
．
．
悪．
い．
も
の
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

．
．
．
．
幸
福
．
．
は．
意
志
．
．
と．
抑
制
．
．
と
に
よ
る

．
．
．
．
も
の
で
あ
る
。…

…

楽
観
主
義
は
誓
い
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
く
わ
か

る
。
は
じ
め
は
ど
ん
な
に
奇
妙
に
見
え
よ
う
と
も
、
幸
福
に
な
る
こ

と
を
誓
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
人
の
鞭
で
飼
い
犬
の
叫
び
を
や
め
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。（288-289
） 

 

根
本
的
に
は
、
上
機
嫌
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
ア
ラ
ン

は
言
う
。
冒
頭
の
引
用
の
通
り
「
ど
ん
な
こ
と
に
も
文
句
は
つ
け
ら
れ
る
も

の
だ
し
、
な
に
も
の
も
完
全
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
幸
福

を
「
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
は
「
な
に
も
の
も
完
全
で
は
な
い
」

か
ら
な
の
だ
。
状
況
が
完
全
に
良
い
も
の
で
な
い
と
幸
福
に
な
れ
な
い
の
だ

と
し
た
ら
わ
れ
わ
れ
は
一
生
幸
福
に
は
な
れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
わ
れ
わ

れ
は
「
よ
い
馭
者
」
と
な
っ
て
「
馬
の
手
綱
を
し
っ
か
り
押
さ
え
」、「
主
人

の
鞭
で
飼
い
犬
の
叫
び
を
や
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
わ
れ
わ
れ
は

い
つ
で
も
悪
い
「
気
分
」
を
「
意
志
」
で
抑
え
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
か
ら
不
幸
だ
と
言
う
無
作
法
な
エ
ゴ
イ
ス

ト
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
「
気
分
」
と
い
う
飼
い
犬
を
、
わ

れ
わ
れ
は
鞭
で
打
っ
て
「
黙
ら
せ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雨
が
降
れ
ば
気

分
は
沈
む
。
だ
が
そ
の
気
分
に
引
き
摺
ら
れ
て
い
て
は
自
他
を
不
幸
に
す
る

だ
け
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
幸
福
は
意
志
と
抑
制
に
よ
る
も
の
」
な
の
だ
。 

だ
が
そ
れ
は
意
志
で
気
分
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
い
。 

 

気
分
に
さ
か
ら
う
こ
と
は
、
判
断
力
の
な
す
こ
と
で
は
な
い
。
判
断

力
は
こ
こ
で
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
姿
勢

を
変
え
て
適
当
な
運
動
を
や
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

わ
た
し
た
ち
の
身
体
の
う
ち
で
、
運
動
を
伝
え
る
筋
肉
だ
け
が

．
．
．
、
わ．

た
し
た
ち
が

．
．
．
．
．
統
御
．
．
し
う
る

．
．
．
唯
一
．
．
の．
部
分
．
．
だ
か
ら

．
．
．
で
あ
る
。（44-45

） 
 

わ
た
し
た
ち
は
気
分
そ
れ
．
．
自
体
．
．
を
変
え
る
の
で
は
な
い
。
仮
に
気
分
を
黙

ら
せ
た
と
し
て
も
そ
れ
で
す
ぐ
さ
ま
明
る
い
感
情
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
意
志
で
明
る
い
感
情
を
生
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、「
意
志
は

情
念
に
対
し
て
な
ん
の
力
も
な
い
が
、
運
動
に
対
し
て
は
直
接
の
力
を
も
っ

て
い
る
」（59

）
の
だ
。
だ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
筋
肉
．
．
を．
動
か
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
微
笑
む
顔
の
筋
肉
、
う
な
だ
れ
た
気
持
ち
の

時
に
姿
勢
を
正
す
背
筋
、
た
め
息
で
は
な
く
深
呼
吸
を
す
る
胸
を
わ
た
し
た

ち
は
意
志
に
よ
っ
て
動
か
す
こ
と
は
で
き
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
で
き
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
し
わ
た
し
た
ち
が
真
に
幸
福
で
あ
ろ
う
と
し
、
不
幸
で
あ
る
こ
と
を
手
放

そ
う
と
す
る
の
な
ら
、
そ
し
て
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
、
人
々
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を
愛
し
よ
う
と
思
う
の
な
ら
、
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
真
に
不
幸
か
ら
自

由
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
な

の
だ
。 

だ
か
ら
ア
ラ
ン
は
言
う
。
ま
る
で
「
ダ
ン
ス
の
よ
う
に
し
て
」（255

）、

上
機
嫌
の
人
を
見
習
っ
て
「
幸
福
」
の
仕
草
を
覚
え
よ
、
と
。「
初
め
は
奇

妙
な
こ
と
に
見
え
て
も
」、
あ
た
か
も
幸
福
な
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

あ
た
か
も
上
機
嫌
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
え
、
と
。「
優
し
さ
、
親
切
、

快
活
さ
な
ど
を
ま
ね
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
機
嫌
や
、
さ
ら
に
胃
病
に
対
し

て
さ
え
も
、
す
く
な
か
ら
ぬ
手
当
て
と
な
る
。
頭
を
下
げ
た
り
、
微
笑
し
た

り
す
る
運
動
は
、
怒
っ
た
り
、
不
信
の
念
を
い
だ
い
た
り
、
悲
し
ん
だ
り
す

る
と
い
う
、
そ
の
反
対
の
運
動
を
不
可
能

．
．
．
に
す
る

．
．
．
と
い
う
長
所
が
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
社
交
生
活
、
訪
問
、
儀
式
、
祝
祭
な
ど
が
い
つ
で
も
喜
ば
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は

．
．
．
幸
福
．
．
を
ま
ね
る

．
．
．
．
機
会
．
．
で
あ
る

．
．
．
」（57-58
）。
そ
し
て
も

し
、
自
分
が
「
不
幸
で
あ
る
」
と
い
う
「
し
つ
こ
い
考
え
」
に
囚
わ
れ
た
な

ら
、「
ま
る
で
筋
肉
を
ほ
ぐ
す
み
た
い
に
、
肩
を
す
く
め
、
胸
を
ゆ
す
」（58

）

り
、
喉
を
締
め
付
け
る
の
を
や
め
、
幸
福
な
人
が
あ
た
か
も
そ
う
で
あ
る

．
．
．
よ

う
に
肩
を
楽
に
し
、「
身
ぶ
り
を
と
と
の
え
、
和
ら
げ
」（58

）、「
か
た
く
な

ら
ず
、
混
乱
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
わ
が
ら
ず
に
」（255

）、
微
笑
し
て
上

機
嫌
を
振
舞
え
ば
良
い
の
だ
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。 

こ
れ
を
実
際
に
「
す
る
」
の
か
。
あ
る
い
は
冷
笑
し
、
横
目
で
見
て
通
り

過
ぎ
る
の
か
。 

 

先
の
引
用
文
で
ア
ラ
ン
は
、
幸
福
に
な
る
た
め
に
ま
ず
第
一
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
「
幸
福
に
な
る
こ
と
を
誓
う
こ
と
」
だ
と
言
っ
た
。
そ
れ

は
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
自
分
自
身
が
幸
福
に
な
る
こ
と
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
自

分
を
幸
福
に
し
て
く
れ
る
外
の
何
か
を
探
し
求
め
る
こ
と
」
で
は
な
い
。「
人

間
が
幸
福
を
さ
が
し
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
幸
福
を
見
い
だ
し
え
な
い
運
命

に
お
と
し
い
れ
ら
れ
る
。…

…

も
し
、
あ
な
た
自
身
の
外
部
．
．
で
、
世
界
の
な

か
で
幸
福
を
さ
が
す
な
ら
、
け
っ
し
て
な
に
も
の
も
幸
福
の
姿
を
と
ら
な
い

だ
ろ
う
」（270

）。
幸
福
と
は
「
い
ま
．
．
現．
に．
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。
幸
福
が
未
来
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
は
、
よ
く
考
え

て
み
る
が
い
い
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
す
で
に
幸
福
を
も
っ
て
い
る
こ
と
な

の
だ
」（270

）。 

も
し
幸
福
が
自
分
の
自
身
の
「
外
部
」
に
、
そ
し
て
「
未
来
」
の
な
か
に

あ
る
と
思
う
な
ら
わ
た
し
た
ち
は
「
幸
福
を
さ
が
し
は
じ
め
る
」
だ
ろ
う
。

実
際
、
そ
う
思
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
人
は
い
つ
も
「
幸
福
を
」
探
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
今
の
自
分
が
「
幸
福
を
」
持
っ
て
い
な
い
こ
と
、「
幸

福
」
で
は
な
い
こ
と
、
自
分
の
中
に
で
は
な
く
自
分
自
身
の
外
部
に
自
分
を

幸
福
に
し
て
く
れ
る
「
何
か
」（
な
い
し
誰
か
）
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
前
提
し
て
い
る
。 

だ
が
わ
た
し
た
ち
が
「
い
ま
現
に
幸
福
を
も
っ
て
い
る
」
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
「
外
部
」
の
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
い
ま
「
す
で
に
」
わ
た
し
た
ち
が
「
幸

福
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
い
ま

す
で
に
「
幸
福
を
も
っ
て
い
る
」
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
も
は
や
幸
福
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に
「
な
る
」
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
わ
た
し
た
ち
は
す
で
に

幸
福
だ
か
ら
で
あ
る
。 

だ
と
す
れ
ば
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
わ
た
し
た
ち
は
「
幸
福
に
な
る
」
た

め
に
「
幸
福
の
ま
ね
を
す
る
」
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し

た
ち
は
、
幸
福
を
も
っ
て
い
る
に
も
．
．
関．
わ
ら
ず

．
．
．
「
不
幸
で
あ
る
」
と
い
う
あ

り
方
を
と
っ
て
き
た
の
だ
。「
幸
福
を
も
っ
て
い
る
」
に
も
関
わ
ら
ず
わ
た

し
た
ち
が
と
っ
て
き
た
「
不
幸
で
あ
る
」
と
い
う
振
る
舞
い
が
、
わ
た
し
た

ち
に
「
不
幸
」
を
現
出
さ
せ
、
わ
た
し
た
ち
を
不
幸
に
固
定
し
て
き
た
の
だ
。

で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
「
幸
福
で
あ
る
」
た
め
に
は
、
わ
た
し
た
ち
自

身
の
「
不
幸
の
振
る
舞
い
」「
不
幸
の
態
度
」
を
撤
廃
す
れ
ば
良
い
の
で
あ

る
。
ア
ラ
ン
に
よ
れ
ば
「
幸
福
」
は
「
態
度
」
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
前
に
、

そ
も
そ
も
「
不
幸
」
も
「
態
度
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
「
不
幸
の
振
る
舞
い
」
を
リ
ジ
ェ
ク
ト
し
て
「
幸
福
で
あ
る
」
と
い

う
本
来
の
デ
フ
ォ
ル
ト
に
わ
た
し
た
ち
を
置
き
直
す
こ
と
こ
そ
、
ア
ラ
ン
の

「
幸
福
の
振
る
舞
い
」
の
学
び
に
他
な
ら
な
い
。 

 

も
し
わ
た
し
の
幸
不
幸
が
外
的
事
象
に
依
存
し
て
い
る
の
な
ら
、
わ
た
し

は
わ
た
し
を
振
り
回
す
外
の
世
界
を
恐
れ
て
臆
病
に
な
り
、
緊
張
し
、
絶
え

ず
「
不
幸
で
あ
る
」
こ
と
を
呪
い
か
つ
恨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し

が
「
不
幸
で
あ
る
」
の
は
外
的
事
象

．
．
．
．
の
せ
い
だ
か
ら

．
．
．
．
．
．
で
あ
る
。
わ
た
し
は
不

幸
に
さ
れ
た

．
．
．
の
だ
。 

こ
れ
に
対
し
、
も
し
わ
た
し
の
幸
不
幸
が
自
分
自
身
の
手
の
中
に
あ
る
と

す
れ
ば
、
わ
た
し
は
外
の
世
界
に
恐
れ
る
も
の
を
持
た
な
い
。
外
の
状
況
は

い
つ
で
も
不
完
全
で
あ
る
。
だ
が
わ
た
し
は
わ
た
し
の
幸
福
の
主
人
だ
か
ら

で
あ
る
。
わ
た
し
は
他
に
依
ら
ず
、
幸
福
な
の
で
あ
る

．
．
．
。 

 

こ
う
し
て
ア
ラ
ン
に
お
い
て
、
幸
福
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
自
立
す
る
こ

と
で
あ
る
。 

だ
か
ら
面
白
い
こ
と
に
ア
ラ
ン
は
、「
ほ
ん
と
う
に
礼
儀
正
し
い
人
間
は
、

軽
蔑
す
べ
き
、
あ
る
い
は
悪
意
の
あ
る
人
間
を
、
き
び
し
く
、
乱
暴
．
．
な
ま
で

．
．
．

に．
あ
つ
か
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
無
作
法
で
は
な

い
」（258

）
と
言
う
の
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
ア
ラ
ン
が
不
幸
を
非
難
し
た
の
は
そ
れ
が
人
々
を
「
嫌
な
気
持

ち
」
に
さ
せ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
幸
福
と
は
彼
に
と
っ
て
、
人
々
を
「
害
し
」、

嫌
な
気
持
ち
に
さ
せ
な
い
「
礼
儀
」
な
の
で
あ
り
、
人
の
気
分
を
「
害
す
る
」

行
為
こ
そ
無
作
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
人
を
「
嫌
な
気

持
ち
」
に
さ
せ
る
こ
と
、
人
の
気
持
ち
を
害
す
る
こ
と
は
、
無
作
法
＝
礼
儀

に
反
す
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ラ
ン
は
、「
ほ
ん
と
う
に
礼
儀
正
し
い

人
間
」
は
人
を
害
し
乱
暴
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
だ
。
し
か
も
そ

れ
は
無
作
法
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
続
け
て
こ
う
言
う

の
だ
、
人
を
「
良
い
気
持
ち
」
に
さ
せ
る
た
め
の
「
故
意
の
親
切
も
や
は
り

礼
儀
で
は
な
い
」（258

）、
と
。「
廷
臣
の
礼
儀
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
り
っ
ぱ
な
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
礼
儀
で

は
な
い
。
故
意
に
な
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
礼
儀
の
な
か
に
は
入
ら
な
い
」
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（258

）。
ま
た
「
計
算
ず
く
の
へ
つ
ら
い
も
礼
儀
で
は
な
い
。
礼
儀
と
い
う

も
の
は
た
だ
、
人
が
考
え
も
せ
ず
に
行
い
、
表
わ
す
つ
も
り
で
な
い
も
の
を

表
わ
す
行
動
に
関
係
す
る
」（258

）
の
だ
、
と
。 

ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。 

た
と
え
ば
「
軽
率
に
な
に
か
の
話
を
し
て
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
の
に
人

の
気
持
ち
を
傷
つ
け
る
」（258

）、「
思
い
つ
い
た
こ
と
を
な
ん
で
も
言
っ
た

り
、
最
初
の
感
情
に
溺
れ
た
り
、
驚
き
、
嫌
悪
、
楽
し
さ
な
ど
を
、
自
分
の

感
じ
た
も
の
が
な
ん
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
、
慎
み
も
な
く
表
わ
す

よ
う
な
、
軽
は
ず
み
な
人
間
は
、
無
作
法
な
人
間
で
あ
る
」（258

）。
彼
は

た
だ
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
自
分
の
気
分
に
「
溺
れ
て
」
い
る
。
彼
は
自
分
の

手
綱
を
持
と
う
と
も
せ
ず
、「
思
い
も
し
な
か
っ
た
の
に
人
の
気
持
ち
を
傷

つ
け
」
て
い
る
の
で
あ
る
。「
無
作
法
な
行
為
と
は
、
思．
い
が
け
な
い

．
．
．
．
．
跳
ね

弾
で
あ
る
。
礼
儀
正
し
い
人
は
そ
れ
を
避
け
る
し
、
そ
れ
に
触
れ
る
の
は
触．

れ
よ
う
と

．
．
．
．
思．
う．
場
合
．
．
だ
け
で
あ
る
。
か
れ
は
触
れ
た
ほ
う
が
い
い
場
合
に
し

か
触
れ
な
い
。（
だ
が
）
礼
儀
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
へ

つ
ら
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
」（259

、（
）
内
は
引
用
者
）。
他
者
を
害
し
よ

う
な
ど
と
「
思
い
も
し
な
か
っ
た
の
に
」
害
し
て
し
ま
う
の
は
無
作
法
で
あ

る
。
だ
が
そ
れ
は
、
他
人
に
へ
つ
ら
う
こ
と
、
故
意
に
他
人
を
良
い
気
持
ち

に
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
礼
儀
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。 

だ
と
す
れ
ば
、
礼
儀
正
し
さ
と
は
、
単
に
他
者
を
「
傷
つ
け
な
い
」
こ
と

で
は
な
い
。
単
に
人
の
気
持
ち
を
「
害
し
な
い
」
こ
と
が
礼
儀
な
の
で
は
な

い
。
礼
儀
正
し
い
人
間
は
、
た
と
え
人
を
傷
つ
け
る
結
果
に
な
る
と
し
て
も
、

そ
れ
で
も
他
者
の
傷
に
自
ら
「
触
れ
よ
う
と
思
う
場
合
」
に
は
た
め
ら
わ
ず
、

自
分
に
よ
っ
て
他
者
が
負
う
そ
の
傷
を
明
瞭
に
直
視
し
な
が
ら
他
者
を
「
乱

暴
に
」
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
も
し
危
険
な
人
物

の
急
所
を
突
き
さ
す
こ
と
が
必
要
だ
と
判
断
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
判
断

す
る
人
の
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
」（259

）。 

不
機
嫌
さ
か
ら
無
闇
に
剣
を
振
り
回
し
て
他
者
に
危
害
を
加
え
る
者
は

無
作
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
剣
の
扱
い
を
心
得
、
普
段
は
上
機
嫌
で
あ

っ
て
自
分
の
剣
の
射
程
を
知
り
、
し
た
が
っ
て
剣
を
無
駄
に
抜
く
こ
と
も
せ

ず
、
し
か
し
自
分
で
必
要
だ
と
判
断
し
た
場
合
に
は
そ
の
上
機
嫌
を
保
っ
た

ま
ま
熟
練
の
外
科
医
が
執
刀
す
る
よ
う
に
何
の
躊
躇
も
な
く
相
手
の
急
所

を
突
き
さ
す
人
間
こ
そ
礼
儀
正
し
い
者
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
ア
ラ
ン
に
お
い
て
、
礼
儀
正
し
い
者
と
は
自
分
に
お
い
て
自
由

な
者
で
あ
る
。
彼
は
他
者
に
へ
つ
ら
う
こ
と
も
な
く
、
無
意
味
に
不
幸
に
居

座
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
不
幸
の
せ
い
で
暴
走
し
て
周
り
を
害
す
る
こ
と
も

な
く
、
楽
に
自
分
の
手
綱
を
握
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
彼
は
自
分
自
身
の
主

人
な
の
だ
。
主
人
が
自
分
の
家
に
い
る
よ
う
に
、
そ
し
て
家
に
友
人
を
迎
え

た
か
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
時
も
、
ど
ん
な
人
間
に
対
し
て
も
彼
は
自
由
に
振

る
舞
う
者
な
の
で
あ
る
。「
礼
儀
と
は
習
慣
で
あ
り
、
気
楽
さ
で
あ
る
。
無

作
法
な
人
と
は
、
あ
た
か
も
皿
や
が
ら
く
た
を
装
飾
皿
と
ま
ち
が
え
て
壁
に

か
け
る
か
の
よ
う
に
、
自
分
の
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
と
は
別
な
こ
と

を
す
る
人
の
こ
と
で
あ
る
」（259

）。 

こ
の
能
力
、
世
界
に
恐
れ
る
も
の
を
持
た
ず
、
自
分
自
身
の
手
綱
を
や
す
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や
す
と
手
に
し
、
外
的
事
象
の
作
用
か
ら
も
自
分
の
気
分
か
ら
も
、
し
た
が

っ
て
「
不
幸
」
か
ら
も
自
由
で
あ
り
、
な
に
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な

く
他
者
に
、
そ
し
て
世
界
に
相
対
し
、
自
分
の
し
よ
う
と
思
う
こ
と
を
し
遂

げ
る
能
力
を
持
つ
者
、
そ
れ
こ
そ
礼
儀
正
し
い
者
で
あ
り
、
自
ら
「
幸
福
で

あ
る
」
者
で
あ
る
。 

「
幸
福
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
能
力
の
し
る
し
」

（274

）
な
の
だ
。 

ア
ラ
ン
は
、
幸
福
で
あ
ろ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
言
う
の
で
あ
る
。 

 

解
き
ほ
ど
け
、
解
放
せ
よ
、
そ
し
て
恐
れ
る
な
。
自
由
な
人
は
武
装

を
解
い
て
い
る
も
の
だ
。（275

） 

  

３３  

ララ
ッッ
セセ
ルル
のの
幸幸
福福
論論

 (10) 
 

ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
不
幸
と
は
「
治
る
」
も
の
で
あ
る
。「
私
の
目
的
は
、

普
通
の
日
常
的
な
不
幸
に
対
し
て
、
一
つ
の
治
療
法
を
提
案
す
る
こ
と
に
あ

る
。…

…

私
の
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
不
幸
は
、
大
部
分
、
ま
ち

が
っ
た
世
界
観
、
ま
ち
が
っ
た
道
徳
、
ま
ち
が
っ
た
生
活
習
慣
に
よ
る
も
の

で
、
た
め
に
、
人
間
で
あ
れ
動
物
で
あ
れ
、
結
局
は
そ
の
幸
福
の
す
べ
て
が

か
か
っ
て
い
る
、
実
現
可
能
な
事
柄
に
対
す
る
あ
の
自
然
な
熱
意
と
欲
望
が

打
ち
く
だ
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
個
人
の
力
で
な

ん
と
か
な
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
人
並
み
の
幸
運
さ
え
あ
れ
ば
、

個
人
の
幸
福
が
か
ち
得
ら
れ
る
よ
う
な
改
革
を
示
唆
し
た
い
と
思
う
の
で

あ
る
」（14-15

）。 

不
幸
は
、
ま
ち
が
っ
た
世
界
観
、
ま
ち
が
っ
た
道
徳
、
ま
ち
が
っ
た
生
活

習
慣
に
よ
る
も
の
だ
と
ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。
そ
れ
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
不

幸
な
人
は
ど
こ
ま
で
も
不
幸
な
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
彼
は
「
人
び
と
が
食
卓

に
つ
い
た
と
き
の
ふ
る
ま
い
方
の
違
い
」（174

）
を
例
に
説
明
す
る
。 

 

私
は
、
大
食
漢
と
健
康
な
食
欲
の
あ
る
人
と
の
間
に
は
、
つ
ね
に
深

い
と
こ
ろ
で
心
理
的
な
違
い
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
一
つ
の
欲
望

が
度
を
過
ご
し
て
、
他
の
欲
望
を
す
べ
て
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
よ
う

な
人
は
、
通
例
、
根
ぶ
か
い
悩
み
を
か
か
え
て
い
て
、
亡
霊
か
ら
の

が
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
で
あ
る
。
飲
酒
狂
の
場
合
、
こ
れ
は
明
白

だ
。
人
び
と
は
、
忘
却
す
る
た
め
に
飲
む
の
で
あ
る
。…

…

求
め
て

い
る
の
は
、
対
象
そ
の
も
の
を
楽
し
む
こ
と
で
は
な
く
、
忘
却
な
の

だ
。（186

） 

 

大
食
漢
は
身
体
が
は
ち
き
れ
る
ま
で
食
べ
る
。
た
と
え
自
分
の
健
康
を
損

な
っ
て
も
彼
は
食
べ
る
の
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
に
は
何
か
が

足
り
な
い
の
だ
。
そ
の
何
か
を
満
た
し
自
分
の
欠
落
を
忘
却
す
る
た
め
に
彼

は
浴
び
る
よ
う
に
食
べ
、
そ
し
て
飲
む
。
彼
は
「
根
ぶ
か
い
悩
み
を
か
か
え

て
い
て
、
亡
霊
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
「
求
め
て
い
る
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の
は
、
対
象
そ
の
も
の
を
楽
し
む
こ
と
で
は
な
く
、
忘
却
」
な
の
で
あ
る
。

食
べ
て
楽
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
食
事
を
詰
め
込
ん
で
欠
落
が
埋
ま
る
わ
け

で
も
な
い
。
だ
が
形
だ
け
で
も
自
分
を
「
満
た
す
」
手
段
は
食
べ
物
し
か
な

い
。
彼
は
不
幸
だ
か
ら
食
べ
る
の
だ
。
そ
し
て
食
べ
て
も
埋
ま
ら
な
い
欠
落

を
忘
れ
よ
う
と
し
て
食
べ
続
け
る
の
で
あ
る
。 

他
に
も
不
幸
な
食
べ
方
は
あ
る
。
例
え
ば
「
食
事
な
ど
退
屈
以
外
の
何
物

で
も
な
い
人
び
と
が
い
る
。…

…

食
事
な
ん
て
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
社
会

の
流
行
の
命
じ
る
ま
ま
に
た
だ
も
う
習
慣
的
に
行
な
っ
て
い
る
行
事
に
す

ぎ
な
い
、…

…

他
の
す
べ
て
の
こ
と
と
同
様
に
、
食
事
は
わ
ず
ら
わ
し
い
。

で
も
、
大
騒
ぎ
し
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
他
の
す
べ
て
の
こ
と
も
、
や
は
り

わ
ず
ら
わ
し
い
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
」（174
）
人
間
で
あ
る
。「
次
に
、
義

務
感
か
ら
食
事
を
す
る
病
人
が
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
体
力
を
維
持
す
る
た
め

に
は
少
し
は
栄
養
を
と
ら
な
い
と
い
け
な
い
、
と
医
者
に
言
わ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
美
食
家
が
い
る
。
彼
ら
は
、
期
待
を
も
っ
て
食
べ
は
じ

め
る
が
、
申
し
分
な
く
う
ま
く
料
理
さ
れ
た
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
の
に
気

づ
く
」（174-175

）。 

食
べ
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
人
間
は
彼
ら
の
中
に
は
誰
一
人
と
し
て

い
な
い
。
不
幸
な
生
き
方
を
し
て
い
る
人
間
は
不
幸
な
食
べ
方
を
す
る
の
で

あ
る
。
彼
ら
は
「
食
べ
物
」
と
し
て
世
界
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
を
享
受
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
享
受
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
彼
ら

に
は
、
腹
が
へ
っ
た
か
ら
食
事
を
お
い
し
く
食
べ
る
と
か
、
お
も
し
ろ
い
見

も
の
や
驚
く
べ
き
経
験
を
種
々
提
供
す
る
か
ら
人
生
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る

な
ど
と
い
う
の
は
、
下
品
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
」（175

）
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
「
健
康
な
食
欲
の
持
ち
主
を
軽
蔑
し
、
自
分
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
た
人
間
だ

と
思
っ
て
い
る
」（175

）。
彼
ら
は
「
楽
し
む
た
め
」「
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
た

め
」
な
ど
と
い
っ
た
「
下
品
な
」
目
的
の
た
め
で
は
な
く
、
も
っ
と
別
の
目

的
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
彼
ら
は
不
幸
な
の
で
あ
る
。  

 

で
は
彼
ら
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
？ 

 

彼
ら
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
罪
悪
感
を
持
つ
人
間
が
い
る
。 

罪
悪
感
を
持
つ
人
間
と
は
、
罪
の
意
識
に
取
り
憑
か
れ
た
人
間
で
あ
る
。

彼
が
何
か
具
体
的
な
悪
事
を
働
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
彼
は
「
絶
え
ず

わ
れ
と
わ
が
身
に
非
難
を
浴
び
せ
て
い
る
」（17

）。
な
ぜ
な
ら
「
彼
は
、
自

分
は
か
く
あ
る
べ
き

．
．
．
．
だ
と
い
う
理
想
像
を
い
だ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

理
想
像
は
、
あ
る
が
ま
ま

．
．
．
．
．
の
自
分
の
姿
と
絶
え
ず
衝
突
し
て
い
る
」（17

）

か
ら
で
あ
る
。
彼
は
い
つ
も
自
分
自
身
を
隅
々
ま
で
見
張
り
、
あ
る
べ
き

．
．
．
．
自

分
に
達
し
て
い
な
い
不
完
全
な
自
分
を
責
め
て
不
幸
に
な
っ
て
い
る
。
彼
は

常
に
自
分
に
理
想
を
強
い
る
「
良
心
的
」
な
人
間
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
常

に
「
理
想
に
達
し
て
い
な
い
罪
」
で
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
を
咎
め
続
け
る
「
罪

び
と
」（17

）
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
罪
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え

ば
、
ど
ん
な
人
に
も
親
切
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
好
き
嫌
い

が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
、
残
さ
ず
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
汚

い
こ
と
ば
を
使
う
の
は
下
劣
な
人
間
だ
と
か
、
自
分
の
本
音
を
率
直
に
伝
え

て
は
な
ら
な
い
と
か
、
大
抵
そ
の
程
度
の
、
ラ
ッ
セ
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
「
ま
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っ
た
く
合
理
的
な
う
ら
づ
け
の
な
い
も
の
で
、
普
通
の
人
の
普
通
の
ふ
る
ま

い
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（109

）
よ
う
な
「
ば
か
ば
か
し
い
道

徳
律
」（18
）
で
あ
る
こ
と
が
多
い

 (11)
。
し
か
し
こ
う
し
た
「
ば
か
ば
か
し

い
道
徳
律
」
が
彼
の
「
無
意
識
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て

 (12)
」
彼
を
苛
み
続
け

て
い
る
の
だ
。 

こ
う
し
た
道
徳
律
は
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
、

当
人
が
六
歳
以
前
に
、
母
親
や
乳
母
の
手
か
ら
受
け
た
道
徳
教
育
」（108

）

に
由
来
す
る
。
こ
こ
に
は
幼
稚
園
や
小
学
校
の
教
師
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う

 (13)
。

こ
う
し
た
大
人
た
ち
が
教
え
込
む
「
道
徳
律
」
に
い
つ
で
も
小
さ
な
子
供
は

従
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
従
わ
な
い
と
愛
し
て
も
ら
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
。
そ
れ
を
子
供
は
骨
身

に
染
み
て
学
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
従
う
＝
愛
さ
れ
る
／
従
わ
な
い
＝
拒
否

さ
れ
る
と
い
う
こ
の
明
白
な
二
元
論
を
幼
児
期
に
身
体
化
し
て
し
ま
っ
た

彼
は
、
大
人
に
な
っ
て
も
自
分
の
「
あ
る
が
ま
ま
」
を
否
定
し
続
け
、「
あ

る
べ
き
」
理
想
像
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
な
が
ら
、「
従
う
」
と
い
う
命
令
に
服

従
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。「
不
合
理
を
つ
ぶ
さ

に
点
検
し
、
こ
ん
な
も
の
は
尊
敬
し
な
い
し
、
支
配
さ
れ
も
し
な
い
ぞ
、
と

決
心
す
る
の
だ
。
不
合
理
が
、
愚
か
な
考
え
や
感
情
を
あ
な
た
の
意
識
に
押

し
つ
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
い
つ
も
こ
れ
ら
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
、
よ
く

よ
く
調
べ
、
拒
否
す
る
と
い
い
。
半
ば
理
性
に
よ
っ
て
、
半
ば
小
児
的
な
愚

か
さ
に
よ
っ
て
振
り
ま
わ
さ
れ
る
よ
う
な
、
優
柔
不
断
な
人
間
に
と
ど
ま
っ

て
は
い
け
な
い
。
あ
な
た
の
幼
年
時
代
を
支
配
し
た
人
た
ち
の
思
い
出
に
対

す
る
不
敬
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
」（114

）、
と
。 

罪
悪
感
以
外
に
も
人
を
不
幸
に
す
る
原
因
は
あ
る
。
ね
た
み
で
あ
る
。
ね

た
み
と
い
う
の
は
「
他
人
と
比
較
し
て
も
の
を
考
え
る
習
慣
」（95

）
の
こ

と
で
あ
る
。「
た
と
え
ば
、
私
が
不
自
由
し
な
い
だ
け
の
月
給
を
も
ら
っ
て

い
る
と
し
よ
う
。
私
は
満
足
す
べ
き
だ
が
、
ど
う
見
て
も
私
よ
り
も
優
秀
だ

と
は
思
え
な
い
よ
う
な
人
が
私
の
二
倍
の
月
給
を
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
を

耳
に
す
る
。
私
が
ね
た
み
深
い
人
間
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の

か
ら
得
ら
れ
る
満
足
は
、
た
ち
ま
ち
色
あ
せ
て
し
ま
う
」（96-97

）。
今
の

月
給
は
彼
が
人
生
を
楽
し
む
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
彼
は
不
幸
で
あ

る
。
不
当
に
も
自
分
の
月
給
が
他
人
よ
り
低
い
か
ら
で
あ
る
。
自
分
が
持
っ

て
い
る
も
の
が
他
人
よ
り
「
劣
っ
て
い
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
が
「
劣

っ
て
い
る
」
立
場
に
置
か
れ
た
こ
と
が
彼
に
は
許
せ
な
い

 (14)
。
そ
し
て
彼
は

自
分
．
．
を．「
劣．
っ
た
．
．
位
置
．
．
」
に．
置．
い
て
．
．
苦．
し
み
を

．
．
．
与．
え
た
．
．
他
者
．
．
を
引
き
摺
り
下

ろ
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
溜
飲
を
下
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
ね
た
み

深
い
人
は
、
他
人
に
災
い
を
与
え
た
い
と
思
い
、
罰
を
受
け
ず
に
そ
う
で
き

る
と
き
に
は
必
ず
そ
う
す
る
だ
け
で
な
く…

…

で
き
る
こ
と
な
ら
、
他
人
の

利
益
を
奪
お
う
と
す
る
」（93

）
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
彼
が
幸
福
に
な

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
つ
で
も
「
自
分
よ
り
上
の
人
間
」
は
い
る
か
ら
で

あ
る
。
彼
の
ね
た
み
は
止
む
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
て
ね
た
み
深
い
人
間
は

一
生
ね
た
み
心
に
苛
ま
れ
な
が
ら
、
せ
っ
か
く
自
分
が
持
っ
て
い
る
も
の
を

楽
し
む
こ
と
も
な
く
、
満
足
と
楽
し
み
か
ら
遠
く
離
れ
、
人
よ
り
上
か
下
か

の
数
直
線
の
上
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
他
人
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と
比
較
し
て
も
の
を
考
え
る
習
慣
は
、
致
命
的
な
習
慣
で
あ
る
」（95

）。 
「
ナ
ル
シ
ス
ト
」
と
「
誇
大
妄
想
狂
」
も
ね
た
み
の
一
種
で
あ
る
。
ナ
ル

シ
ス
ト
と
は
「
自
分
自
身
を
賛
美
し
、
人
か
ら
も
賛
美
さ
れ
た
い
と
願
う
習

慣
を
本
質
と
す
る
」（19

）
人
間
で
あ
る
。
ね
た
み
深
い
人
間
の
目
的
が
自

分
よ
り
上
に
い
る
他
人
を
引
き
摺
り
下
ろ
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ナ

ル
シ
ス
ト
の
目
的
は
自
分
自
身
が
他
人
よ
り
上
の
位
置
に
行
く
こ
と
、
世
間

の
人
た
ち
か
ら
評
価
さ
れ
称
賛
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
他
人
か
ら
称
賛

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い

．
．
．
．
の
だ
。
だ
か
ら
彼
は
、
称
賛
さ
れ
る
た
め
に
「
称

賛
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
」
を
す
る
。「
た
と
え
ば
、
あ
る
ナ
ル
シ
ス
ト
は
、

大
画
家
に
払
わ
れ
て
い
る
尊
敬
に
感
銘
し
て
、
美
術
学
生
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
絵
は
目
的
に
対
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
、

テ
ク
ニ
ッ
ク
な
ど
は
て
ん
で
お
も
し
ろ
く
な
ら
な
い
し
、
ど
ん
な
主
題
で
も

自
分
と
関
係
づ
け
て
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」（19

）。
し
た
が
っ
て
ナ
ル
シ

ス
ト
は
必
然
的
に
不
幸
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
お
よ
そ
仕
事
上
の
本
格
的
な

成
功
は
、
そ
の
仕
事
で
扱
う
素
材
に
本
物
の
関
心
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か

っ
て
い
る
」（20

）
が
ゆ
え
に
「
世
間
へ
の
関
心
は
と
言
え
ば
、
世
間
に
称

賛
さ
れ
た
い
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
よ
う
な
人
間
は
、
所
期
の
目
的
を
達

成
す
る
見
込
み
は
な
い
」（20

）
か
ら
で
あ
る

 (15)
。
し
か
も
さ
ら
に
不
幸
な

こ
と
に
、
彼
が
こ
う
し
て
自
分
の
人
生
を
費
や
し
た
「
絵
を
描
く
こ
と
」
そ

れ
自
体
は
、
本
来
彼

．
．
．
が
し
た
か
っ
た
こ
と

．
．
．
．
．
．
．
．
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。「
誇
大
妄

想
狂
」
も
同
じ
で
あ
る
。
世
界
の
す
べ
て
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
、

す
べ
て
の
人
の
上
に
立
と
う
と
す
る
誇
大
妄
想
狂
は
「
魅
力
的
で
あ
る
よ
り

も
権
力
を
持
つ
こ
と
を
望
み
、
愛
さ
れ
る
よ
り
も
恐
れ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め

る
点
で
、
ナ
ル
シ
ス
ト
と
異
な
る
」（20-21

）
が
、
ナ
ル
シ
ス
ト
と
同
じ
く
、

自
分
の
力
を
拡
張
し
他
人
の
称
賛
を
集
め
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
自
分

の
人
生
を
浪
費
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る

 (16)
。 

こ
う
し
た
例
は
「
挫
折
し
た
画
家
」
や
「
独
裁
者
」
と
い
う
極
端
な
も
の

だ
け
で
は
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
人
間
の
典
型
と
し
て
ラ
ッ
セ
ル
が
挙
げ
る
の

は
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
い
る
「
善
き
人
」
で
あ
る
。
実
際
、「
ほ
か
の
人
の

た
め
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
行
な
い
を
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
喜
び
」

（128

）
を
好
ん
で
口
に
し
て
、「
他
人
の
た
め
に
」「
誰
か
の
た
め
に
」「
社

会
の
た
め
に
」
善
行
を
す
る
「
慈
善
家
」
は
世
間
に
多
い
。「
善
行
を
行
う

立
派
な
人
」
に
な
る
こ
と
は
、「
有
名
な
画
家
」
に
な
る
こ
と
に
比
べ
れ
ば

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
簡
単
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
「
誰
か
の
た
め

に
」
と
い
う
「
善
意
」
を
押
し
付
け
て
そ
の
相
手
を
支
配
す
る
こ
と
も
で
き

る
。「
召
使
い
の
た
め
に
」「
召
使
い
の
身
持
ち
を
監
督
す
る
女
主
人
」、「
生

徒
の
た
め
に
」
自
分
の
生
徒
に
勉
強
や
き
ま
り
を
強
制
す
る
教
師
、
ま
た
「
子

供
の
た
め
に
」
子
供
の
人
生
の
決
定
を
握
ろ
う
と
す
る
親
た
ち

 (17)
は
、
自
分

の
助
力
が
必
要
に
違
い
な
い
と
彼
ら
が
勝
手
に
決
め
た
そ
の
相
手
に
対
し

て
「
上
」
に
立
ち
、
あ
た
か
も
恩
恵
を
下
す
か
の
よ
う
に
権
力
を
振
る
い
、

し
か
も
そ
の
こ
と
で
「
善
き
人
」
と
い
う
評
価
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
人
の
上
」
に
立
ち
た
い
ナ
ル
シ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
「
善
行
」
は
か
な
り

魅
力
的
な
選
択
肢
な
の
だ
。 

ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。「
私
た
ち
が
善
行
を
す
る
動
機
は
、
自
分
で
思
っ
て
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い
る
ほ
ど
純
粋
で
あ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
権
力
欲
は
油
断
な
ら
ぬ
も

の
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
姿
に
変
装
し
、
し
ば
し
ば
、
ほ
か
の
人
の
た
め
に
な
る

と
信
じ
て
い
る
行
な
い
を
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
喜
び
の
源
に
な
っ
て

い
る
」（128
）。
し
か
し
、
そ
れ
で
称
賛
を
得
た
と
し
て
も
彼
ら
は
や
は
り

幸
福
で
は
な
い
。
彼
ら
は
絶．
え
ず
．
．
称
賛
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
彼
ら
の
不
安
は
消
え
な
い
。
そ
う
や
っ
て
彼
ら

は
「
称
賛
さ
れ
る
こ
と
」
を
探
し
て
自
分
の
一
生
を
終
わ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
み
る
と
、
罪
悪
感
を
持
つ
者
も
、
ま
た
ね
た
み
や
権
力
欲
に
駆

ら
れ
る
者
も
、
同
じ
情
念
に
突
き
動
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
は
自
分
が
幸
福
で
は
な
い

．
．
．
．
と
い
う
感
情
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
が
ま
だ

幸
福
で
は
な
い
と
前
提
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
幸
福
に
な
ろ
う

．
．
．
と
欲
し
て
い
る
。

彼
ら
は
い
つ
で
も
幸
福
の
外
部
に
い
る
。
そ
し
て
幸
福
の
王
国
に
入
る
鍵
を

血
眼
で
探
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
鍵
こ
そ
他
者
た
ち
か
ら
の
承
認
な
の
で
あ

る
。 ラ

ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

極
端
．
．
な．
形．
で
は
．
．
、
被
害
妄
想
は
狂
気
の
一
種
と
さ
れ
て
い
る
。
世
の

中
に
は
、
ほ
か
の
人
が
自
分
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
だ
の
、
刑
務
所

へ
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
だ
の
、
そ
の
ほ
か
重
大
な
危
害
を
加
え
よ

う
と
し
て
い
る
だ
の
と
空
想
す
る
人
た
ち
が
い
る
。
空
想
上
の
迫
害

者
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
思
っ
て
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
暴
行
を
働
き
、

た
め
に
、
彼
ら
の
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
は
、

他
の
多
く
の
狂
気
の
形
と
同
じ
よ
う
に
、
正
常
．
．
と
み
な
さ
れ
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．

人．
た
ち
の

．
．
．
間．
に
も
．
．
決．
し
て
．
．
珍．
し
く
な
い

．
．
．
．
傾
向
．
．
の．
誇
張
．
．
さ
れ
た

．
．
．
事
例
．
．
に．

す
ぎ
な
い

．
．
．
．
。（122

） 
 

殺
さ
れ
た
り
刑
務
所
へ
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
恐
怖
、
す
な
わ
ち
世
界
か
ら

追
わ
れ
排
除
さ
れ
る
と
い
う
妄
想
は
確
か
に
狂
気
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
妄
想

は
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
な
「
正
常
と
み
な
さ
れ
て
い
る
人
た

ち
の
間
に
も
決
し
て
珍
し
く
な
い
傾
向
の
誇
張
さ
れ
た
事
例
に
す
ぎ
な
い
」。

な
ぜ
な
ら
「
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
自
分
の
生
き
方
や
世
界
観
が
自
分
と
社
会

的
関
係
を
持
っ
て
い
る
人
び
と
、
と
り
わ
け
共
に
生
活
し
て
い
る
人
び
と
か

ら
大
筋
に
お
い
て
是
認
さ
れ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
幸
福
に
な
れ
な
い

．
．
．
．
」

（138

）
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
で
も
他
者
を
恐
れ
て
い
る
。
他

者
か
ら
許
さ
れ
な
い
限
り
、
他
者
た
ち
で
構
成
さ
れ
た
こ
の
世
間
で
生
き
て

い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
義
務
を
守
り
道
徳
に
従
う
の
も
他
人

か
ら
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
の
上
に
立
ち
権
力
を
持

と
う
と
す
る
の
も
、
あ
る
い
は
他
人
の
た
め
に
尽
く
し
善
行
を
し
よ
う
と
す

る
の
も
そ
れ
が
他
人
か
ら
感
謝
さ
れ
世
間
か
ら
称
賛
さ
れ
る
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
自
分
が
幸
福
に
な
る
可
能
性
、
い
や
む
し
ろ
こ
の
世
間
で
生
き
延

び
て
い
く
可
能
性
は
、
他
人
に
ど
う
思
わ
れ
る
か
に
掛
か
っ
て
い
る
。
生
殺

与
奪
の
権
は
他
人
が
握
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
他
者
に
排
除
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
恐
ろ
し
い
妄
想
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
他
者
の
顔
色
を
見
て
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生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

だ
が
そ
う
し
た
他
者
依
存
的
な
生
き
方
が
、
わ
れ
わ
れ
を
自
分
自
身
の
真

の
幸
福
か
ら
疎
外
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
自
分
自
身
は
何
を

善
と
し
何
を
悪
と
す
る
の
か
、
自
分
が
本
当
に
し
た
か
っ
た
こ
と
は
何
な
の

か
、
自
分
の
真
の
喜
び
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
わ
れ
わ
れ
は
探
し
た
こ
と
も

な
い
。「
自
分
の
し
た
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
そ
ん
な
こ
と
は
世
間
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
し

．
．
．
幸
福
．
．
な．
人
間
．
．
は
い
る
の
だ

．
．
．
．
．
。 

ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。「
健
康
な
食
欲
を
も
っ
て
食
べ
は
じ
め
る
人
た
ち
が

い
る
。
食
べ
物
を
喜
び
、
十
分
に
食
べ
れ
ば
、
そ
こ
で
お
し
ま
い
に
す
る
。

人
生
の
饗
宴
の
前
に
す
わ
る
人
た
ち
も
、
人
生
の
提
供
す
る
よ
き
も
の
に
対

し
て
同
じ
よ
う
な
態
度
を
と
る
。
幸
福
な
人
は
、
い
ま
言
っ
た
、
い
ろ
ん
な

食
べ
方
を
す
る
最
後
の
人
に
相
当
す
る
」（175

）。 

幸
福
な
人
間
と
は
、
食
べ
物
を
ひ
と
口
ご
と
に
「
喜
び
」、
自
分
が
食
べ

た
い
だ
け
「
十
分
に
」
食
べ
、「
そ
こ
で
お
し
ま
い
に
す
る
」
人
間
で
あ
る
。

彼
は
責
め
ら
れ
な
い
た
め
に
食
べ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
褒
め
ら
れ
る
た
め

に
食
べ
る
の
で
も
な
い

 (18)
。
彼
は
自
分
．
．
が．
喜．
ぶ
よ
う
に

．
．
．
．
食
べ
る
。
彼
は
自
分
．
．

が．
喜．
ぶ
よ
う
に

．
．
．
．
生
き
て
い
る
の
だ
。
彼
は
自
分
の
幸
福
の
た
め
に
生
き
よ
う

と
す
る
の
だ
。
幸
福
な
人
間
と
は
自
分
の
幸
福
を
生
き
る
人
間
で
あ
る
。
彼

は
自
分
を
尊
ぶ
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。「
自
尊
心
が
な
け
れ
ば
、
真
の
幸
福
は
ま

ず
不
可
能
で
あ
る
」（240

）。 

 

自
尊
心
の
あ
る
人
間
と
は
、
他
人
を
顧
慮
し
な
い
人
間
で
あ
る
。
た
と
え

ば
彼
は
道
徳
に
従
う
こ
と
を
し
な
い
。
彼
が
道
徳
的
な
行
為
を
す
る
と
す
れ

ば
そ
れ
は
そ
の
行
為
が
道
徳
的
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
自
体
を
欲
し

た
か
ら
で
あ
る
。「
子
供
が
お
ぼ
れ
る
の
を
見
て
、
助
け
た
い
と
い
う
直
接

の
衝
動
に
か
ら
れ
て
子
供
を
救
っ
た
と
し
て
も
、
あ
な
た
の
行
為
は
や
は
り

道
徳
的
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、「
無
力
な
も
の
を
助
け
る
の

は
美
徳
の
一
部
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
は
道
徳
的
な
人
間
に
な
り
た
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
私
は
こ
の
子
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
自
分
に
言
い
聞

か
せ
る
と
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
、
助
け
る
前
よ
り
も
助
け
た
あ
と
の
ほ
う
が

は
る
か
に
悪
い
人
間
に
な
る
だ
ろ
う
」（272

）。 

自
分
が
食
べ
た
い
か
ら
食
べ
た
も
の
が
た
ま
た
ま

．
．
．
．
他
人
か
ら
褒
め
ら
れ

て
も
彼
に
は
無
意
味
な
の
と
同
様
、
道
徳
的
だ
と
い
う
称
賛
も
道
徳
的
で
は

な
い
と
い
う
責
め
も
彼
に
は
無
意
味
で
あ
る

 (19)
。
目
の
前
に
い
る
他
人
を
恐

れ
他
人
に
承
認
さ
れ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
罪
悪
感
と
い
う
形
で
彼
が
占
領

さ
れ
て
い
る
見
え
な
い
他
人
た
ち
に
愛
さ
れ
る
た
め
に
彼
は
自
分
の
行
動

を
と
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
他
人
や
世
間
に
従
う
の
で
は
な
く
彼
自
身
の
深

い
衝
動
に
従
う
の
で
あ
る
。
彼
は
自
分
に
従
う
の
で
あ
り
自
分
を
尊
ぶ
の
だ
。

で
は
彼
は
利
己
主
義
者
な
の
か
？ 

そ
う
で
は
な
い
。 

不
幸
な
人
間
は
い
つ
も
他
人
を
顧
慮
し
て
い
る
。
他
人
を
顧
慮
し
な
い
こ

と
は
彼
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
彼
が
他
者
を
顧
慮
す
る
の
は
自
分
の
た
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め
で
あ
る
。
不
幸
な
人
間
は
自
／
他
を
切
り
離
し
、
自
分
が
こ
の
世
界
で
生

き
延
び
る
た
め
に
自
分
を
疎
外
し
て
他
者
に
迎
合
す
る
。
そ
し
て
自
分
に
そ

う
さ
せ
た
他
者
た
ち
に
、
す
な
わ
ち
自
分
の
生
殺
与
奪
の
権
利
を
握
る
他
者

た
ち
に
敵
対
し
て
い
る
の
だ
。
彼
は
自
分
の
た
め
に
他
者
を
操
作
し
よ
う
と

す
る
利
己
主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
自
己
の
幸
福
を
疎
外
す
る
不
幸
な

人
間
な
の
で
あ
る
。 

で
は
な
ぜ
、
幸
福
な
人
間
は
他
者
を
顧
慮
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

．
．
．
の
か
？ 

そ
れ
は
彼
が
す
で
に
世
界
の
中
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

彼
は
他
人
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
他
人
へ
の
不
信
と

恐
れ
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
た
だ
．
．
自
分
を
尊
び
、
こ
の
世

界
の
中
で
自
分
が
真
に
し
た
い
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
彼
は
安

心
し
て
こ
の
世
界
を
自
分
の
居
場
所
と
し
、
自
分
の
人
生
を
享
受
し
て
い
る

の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
彼
の
望
み
が
全
て
叶
う
わ
け
で
は
な
い
。「
私
の
個
人
的
な
活

動
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
死
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
何
か
の
病
気
に
よ
っ

て
、
敗
北
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。…

…

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
絶
対
に

成
功
に
至
ら
な
い
愚
か
な
進
路
に
乗
り
出
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
純
粋
に
個
人
的
な
希
望
は
、
無
数
の
形
で
挫
折
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

避
け
が
た
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
」（260-261

）。 

だ
が
そ
れ
は
彼
の
幸
福
に
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

彼
は
既
に
幸
福
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
成
功
と
彼
の
幸
福
は
、
た
ま
た
ま
う

ま
く
い
っ
た
行
為
の
成
果
と
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
他
人
た
ち
か
ら

の
称
賛
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
真
に
し
た
い
こ
と
を
し
て
い
る
そ
の

行
為
そ
の
も
の
の
中
に
、
そ
し
て
自
分
が
そ
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
世
界
へ
の
信
頼
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
自
分
も
大
発
見
を
し
た

い
と
願
っ
て
い
る
科
学
者
も
、
そ
れ
に
失
敗
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
頭
を

な
ぐ
ら
れ
て
研
究
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

も
し
も
、
科
学
の
進
歩
に
個
人
的
に
貢
献
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
科
学

の
進
歩
を
心
底
願
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
利
己
主
義
的
な
動
機

か
ら
研
究
し
て
い
る
人
と
同
じ
よ
う
な
絶
望
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
」（261

）。
た
と
え
彼
が
彼
の
短
い
一
生
の
中
で
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
な

成
果
を
出
せ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
学
問
が
世
間
的
に
見
れ
ば
失
敗
に

終
わ
っ
た
と
し
て
も
、「
そ
の
目
的
に
お
い
て
は
、
あ
な
た
は
孤
立
し
た
個

人
で
は
な
く
、
人
類
を
文
明
生
活
へ
と
導
い
た
人
び
と
か
ら
な
る
偉
大
な
軍

勢
の
一
員
な
の
だ
」（249

）。
し
か
も
、
彼
が
科
学
を
愛
し
、
自
ら
が
愛
す

る
科
学
の
研
究
で
自
分
の
人
生
の
毎
日
を
幸
福
に
し
た
と
い
う
事
実
は
、
何

ら
微
動
だ
に
し
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
幸
福
な
人
間
は
幸
福
に
生
き
、
不
幸
な
人
間
は
不
幸
に
生
き
る
。 

不
幸
な
人
間
は
絶
え
ず
他
人
の
方
を
向
い
て
い
る
。
世
界
と
は
他
人
の
場

所
、
そ
し
て
他
人
と
は
彼
を
世
界
か
ら
排
除
す
る
権
利
者
で
あ
る
。 

そ
れ
な
ら
権
利
者
の
側
に
立
て
れ
ば
彼
は
幸
福
な
の
か
？ 

そ
う
で
は
な
い
。
他
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
権
利
者
の
側
に
立
て
た
と
し
て

も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
世
界
が
こ
の
二
元
論
で
で
き
て
い
る
以
上
、
権
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利
者
＝
排
除
者
と
被
排
除
者
は
交
代
す
る
明
暗
で
し
か
な
い
。 

そ
れ
な
ら
、
他
人
へ
の
恐
れ
を
捨
て
れ
ば
幸
福
に
な
れ
る
の
か
？ 

そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
他
人
に
対
す
る
恐
れ
を
捨
て
る
」
こ
と
は
、

ま
ず
「
自
分
を
排
除
す
る
恐
ろ
し
い
他
人
」
を
措
定
し
た
上
で
そ
の
「
恐
ろ

し
い
他
人
に
対
す
る
恐
れ
を
捨
て
る
」
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
循
環
す

る
自
縄
自
縛
の
な
か
で
「
他
人
に
対
す
る
恐
れ
」
を
消
去
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
恐
ろ
し
い
他
人
」
を
作．
っ
て
い
る

．
．
．
．
の
は
彼
自
身
だ
か
ら

で
あ
る
。「
自
分
を
排
除
す
る
他
人
」
は
そ
も
そ
も
実
在
し
な
い
の
だ
。
彼

は
周
り
の
人
間
た
ち
を
「
恐
ろ
し
い
他
人
」
だ
と
見．
て．
い
る
。
そ
し
て
そ
の

「
他
人
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
自
ら
作
っ
た
敵
で
構
成
さ

れ
た
そ
の
世
界
で
い
つ
も
緊
張
し
、
自
分
の
居
場
所
を
拡
張
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
彼
が
真
に
見
て
い
る
の
は
「
恐
ろ
し
い
他
人
」
で

は
な
い
。「
他
人
に
排
除
さ
れ
る
自
分
」
な
の
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
私
が
美
し
い
公
園
の
隣
に
住
ん
で
い
る
と
す
る
。
不
幸
な
人
間
は

そ
の
公
園
を
毎
日
散
歩
す
る
と
誰
か
に
変
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
不
安
に
思
っ
て
公
園
に
出
か
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
散
歩
な

ど
で
時
間
を
浪
費
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
自
分
を
責
め
て
出
か
け
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
公
園
を
散
歩
す
る
な
ら
人
が
羨
む
よ
う
な
立
派
な

運
動
着
を
着
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
無
理
を
し
て
運
動
着
を
買
っ

て
公
園
に
行
き
、
も
っ
と
最
新
の
運
動
着
を
着
て
い
る
人
を
見
て
が
っ
か
り

し
て
散
歩
を
や
め
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。 

あ
る
い
は
私
は
隣
に
あ
る
美
し
い
公
園
を
楽
し
み
、
部
屋
着
の
ま
ま
で
ふ

ら
り
と
公
園
に
行
き
、
気
持
ち
の
良
い
風
に
吹
か
れ
、
夏
の
初
め
の
青
葉
の

匂
い
を
嗅
ぎ
、
た
と
え
変
な
人
に
出
会
い
思
わ
ぬ
出
来
事
に
遭
遇
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
ら
自
分
の
出
会
う
様
々
な
人
・
様
々
な
出
来
事
を
ま
る
で
「
地

質
学
者
が
岩
石
に
対
し
、
考
古
学
者
が
廃
墟
に
対
し
て
い
だ
く
興
味
」（171

）

を
持
つ
よ
う
に
興
趣
深
く
観
察
し
、
私
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
日
の
公
園
を
享

受
し
て
生
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

不
幸
な
人
の
目
に
は
他
人
が
映
っ
て
い
る
。
だ
が
幸
福
な
人
間
の
目
に
は

美
し
い
一
日
が
映
っ
て
い
る
。
幸
福
な
人
の
人
生
は
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
世

界
の
風
景
で
満
ち
て
い
る
の
だ
。
彼
は
自
分
の
目
の
前
に
あ
る
世
界
を
享
受

し
、
世
界
の
中
で
自
分
の
思
う
通
り
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に

な
ん
の
躊
躇
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。 

美
し
い
公
園
に
出
か
け
て
そ
れ
を
享
受
す
る
毎
日
を
送
っ
て
い
た
と
し

て
も
人
生
は
過
ぎ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
自
分
の
恐
れ
ば
か
り
を
見
て
美
し
い
公

園
に
行
け
な
い
で
い
る
う
ち
に
も
人
生
は
過
ぎ
て
し
ま
う
。
人
生
で
与
え
ら

れ
た
有
限
な
時
間
を
何
に
よ
っ
て
満
た
す
の
か
は
完
全
に
私
に
委
ね
ら
れ

て
い
て
、
し
か
も
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
今
日
で
あ
る
。 

 
ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。 

 
自
己
と
そ
の
他
の
世
界
と
の
対
立
は
、
私
た
ち
が
外
部
の
人
び
と
や

物
に
本
物
．
．
の．
関
心
．
．
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
、
こ
と
ご
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と
く
消
散
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
関
心
を
通
し
て
、
人
は
、
自

分
が
生
命
の
流
れ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
衝
突
す
る
以
外
に
は
ほ
か
の

実
体
と
関
係
を
持
ち
え
な
い
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
の
球
の
よ
う
な
固
い
孤

立
し
た
実
体
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
る
。

す
べ
て
の
不
幸
は
、
あ
る
種
の
分
裂
あ
る
い
は
統
合
の
欠
如
に
起
因

す
る
の
で
あ
る
。…

…

幸
福
な
人
と
は
、
こ
う
し
た
統
一
の
ど
ち
ら

に
も
失
敗
し
て
い
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
人
格
が
内
部
で

分
裂
し
て
も
い
な
い
し
、
世
間
と
対
立
し
て
も
い
な
い
人
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
は
、
自
分
は
宇
宙
の
市
民
だ
と
感
じ
、
宇
宙

が
差
し
出
す
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
や
、
宇
宙
が
与
え
る
喜
び
を
存
分
に
エ

ン
ジ
ョ
イ
す
る
。
ま
た
、
自
分
の
あ
と
に
く
る
子
孫
と
自
分
は
本
当

に
別
個
な
存
在
だ
と
は
感
じ
な
い
の
で
、
死
を
思
っ
て
悩
む
こ
と
も

な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
生
命
の
流
れ
と
深
く
本
能
的
に
結
合
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
最
も
大
き
な
歓
喜
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（273

） 
  

４４  

幸幸
福福
とと
はは
なな
にに
かか  

 

い
つ
で
も
私
に
は
二
つ
の
道
が
あ
る
。 

一
つ
は
不
幸
に
な
る
道
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
幸
福
に
な
る
道
で
あ
る
。 

私
は
他
人
を
、
す
な
わ
ち
私
の
敵
を
「
作
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
敵

の
世
界
で
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
ど
ん
な
時
も
絶
え
ず
敵．
と．
生．
き
て
い
る

．
．
．
．
人
生

を
生
き
る
こ
と
も
で
き
る
。 

あ
る
い
は
私
は
世
界
に
あ
っ
て
す
っ
か
り
安
心
し
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
か
ら

解
き
放
た
れ
、
善
悪
を
こ
え
て
自
分
の
思
う
ま
ま
に
振
る
舞
い
、
置
か
れ
た

そ
の
場
所
を
満
喫
し
、
眼
前
に
与
え
ら
れ
た
世
界
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
。

「
安
心
感
を
い
だ
い
て
人
生
に
立
ち
向
か
う
人
は
、
不
安
感
を
い
だ
い
て
立

ち
向
か
う
人
よ
り
も
、
格
段
に
幸
福
で
あ
る
」（195

）。
世
界
は
私
の
幸
福

を
実
現
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
。 

で
は
な
ぜ
私
は
安
心
で
き
る
の
か
？ 

他
人
は
他
人
で
は
な
く
、
ま
し
て
敵
で
は
な
く
私
の
友
だ
か
ら
で
あ
る
。 

誰
で
も
幸
福
で
い
た
い
の
だ
。
世
界
の
中
で
安
心
し
て
好
き
な
も
の
を
食

べ
散
歩
を
楽
し
み
た
い
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る

 (20)
。
そ
れ
な
の
に
彼
は
不
安
の
中
に
住
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
も
し

何
か
の
偶
然
が
変
わ
れ
ば
こ
の
私
自
身
が
そ
う
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
小
さ
い
頃
に
愛
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
あ
る
い

は
罪
悪
感
の
強
い
大
人
に
育
て
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
私
も
ま
た
恐
ろ
し

い
他
人
を
作
り
、
敵
の
世
界
で
不
幸
に
生
き
て
い
た
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
彼

は
他
人
で
は
な
い
。
彼
は
私
な
の
だ
。 

目
を
開
け
て
私
は
彼
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
私
と
同
じ
ひ
と
り

の
人
間
で
あ
り
、
幸
福
に
な
ろ
う
と
願
い
な
が
ら
不
安
の
中
に
住
む
不
幸
な

魂
で
あ
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。 
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安
心
感
を
い
だ
い
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
と

期
待
．
．
す
る
．
．
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
が
既
に
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
も

う
私
に
は
何
の
許
可
も
要
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
既
に
世
界
で
生
き
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
「
知
る
」
こ
と
で
あ
る
。 

も
う
私
は
こ
の
世
界
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
に
産
み
落
と
さ
れ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
世
界
を
生
き
て
い
な
い
の
は
不
幸
で
あ
る
。
自
分
の
生

の
時
間
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
分
の
生
を
生
き
て
い
な
い

の
は
不
幸
で
あ
る
。
自
他
を
作
り
、
存
在
し
も
し
な
い
恐
ろ
し
い
他
人
を
投

影
し
、
そ
の
他
人
に
怯
え
て
隠
れ
る
の
は
不
幸
で
あ
る
。 

ど
う
す
れ
ば
幸
福
に
な
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
は
無
意
味
で
あ
る
。 

私
は
幸
福
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

私
は
無
力
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
生
き
て
い
る
の
だ
。
私
は
世
界
の
中
に

い
る
の
だ
。
一
瞬
一
瞬
、
す
べ
て
の
時
間
を
私
は
私
自
身
の
生
の
中
に
、
私

の
幸
福
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
暴
力
的
に
命
を
奪
わ
れ
た
と

し
て
も
、
そ
の
死
の
瞬
間
ま
で
私
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
の
瞬
間
ま

で
私
は
、
私
を
、
そ
し
て
世
界
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
生
き

て
い
る
私
は
死
ぬ
ま
で
私
を
生
き
る
こ
と
を
や
め
な
い
の
だ
。 

私
の
生
は
全
面
的
に
私
に
与
え
ら
れ
た
私
の
生
の
時
間
な
の
で
あ
る
。 

 

ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。 

 

あ
な
た
が
あ
る
晴
れ
た
日
に
、
船
に
乗
っ
て
美
し
い
海
岸
づ
た
い
に

帆
走
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
あ
な
た
は
、
う
っ
と
り
し
て
海
岸
に
見

と
れ
、
そ
れ
に
喜
び
を
感
じ
る
。
こ
の
喜
び
は
、
ひ
と
え
に
外
を
な

が
め
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
喜
び
で
あ
っ
て
、
あ
な
た
自
身
の
死
に

物
狂
い
の
必
要
と
は
ま
る
で
関
係
が
な
い
。
反
対
に
、
あ
な
た
の
乗

っ
て
い
る
船
が
難
破
し
て
、
海
岸
の
方
へ
泳
い
で
い
く
と
き
に
は
、

あ
な
た
は
海
岸
に
対
し
て
新
し
い
種
類
の
愛
を
い
だ
く
に
ち
が
い
な

い
。
つ
ま
り
、
海
岸
は
、
波
に
対
す
る
保
証
を
表
し
、
そ
の
美
醜
な

ど
ど
う
で
も
い
い
問
題
に
な
る
。 

よ
り
す
ぐ
れ
た
種
類
の
愛
情
は
、
安
全
な
船
に
乗
っ
て
い
る
人
の

感
情
に
相
当
し
、
よ
り
劣
っ
た
種
類
の
愛
情
は
、
難
破
し
た
泳
ぎ
手

の
感
情
に
相
当
す
る
。（200-201

） 
 

も
し
私
が
難
破
し
た
泳
ぎ
手
だ
と
す
れ
ば
、
も
は
や
海
岸
は
海
岸
と
し
て

私
の
目
に
映
る
こ
と
は
な
い
。
海
岸
の
「
美
醜
な
ど
ど
う
で
も
い
い
」。
目

に
映
っ
て
い
る
の
は
私
の
死
で
あ
る
。
海
岸
は
私
に
と
っ
て
死
か
ら
私
の
命

を
救
う
道
具
な
の
だ
。
私
の
目
は
目
前
に
迫
っ
た
死
で
す
っ
か
り
占
め
ら
れ
、

そ
の
死
の
焦
燥
の
中
で
私
は
私
の
生
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
海
岸
へ
の
「
本
物
の
関
心
」
と
は
、
海
岸
．
．
に．
対．
す
る
．
．
関
心

で
あ
る
。
私
は
海
岸
．
．
を．
見
る
の
で
あ
る
。
私
は
私
の
死
を
見
る
の
で
は
な
い
。

海
岸
を
見
る
の
で
あ
る
。
私
は
私
の
死
と
い
う
ま
だ
起
き
て
い
な
い
こ
と
、

ま
だ
現
実
化
し
て
い
な
い
私
の
恐
ろ
し
い
妄
想
を
見
る
の
で
は
な
い
。
私
は
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今
起
き
て
い
る
現
実
を
、
波
の
向
こ
う
に
美
し
く
横
た
わ
る
海
岸
を
見
、
そ

れ
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。 

美
し
い
海
岸
に
見
と
れ
、
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
の
中
に
私
の
幸
福
は
あ
る
。 

だ
と
す
れ
ば
私
の
幸
福
は
私
の
死
の
中
に
あ
る
の
だ
。 

私
は
、
幸
福
で
あ
る
た
め
に
私
の
生
を
手
放
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
だ
。 

 

私
は
世
界
を
愛
す
る
。
生
き
る
と
は
、
こ
の
世
界
を
喜
び
、
そ
し
て
こ
の

美
し
い
世
界
に
ひ
と
と
き
与
え
ら
れ
た
私
の
生
の
瞬
間
を
全
面
的
に
喜
ん

で
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

世
界
は
美
し
く
立
っ
て
い
る
。
私
は
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
の
だ
。
私

は
世
界
と
共
に
生
起
し
て
い
る
の
だ
。
私
は
私
で
は
な
く
土
砂
降
り
の
雨
に

降
ら
れ
る
青
葉
で
あ
り
春
の
甘
い
空
気
を
喜
ぶ
虫
で
あ
り
台
風
に
流
さ
れ

て
命
を
失
う
魚
で
あ
る
。
私
は
青
葉
と
共
に
そ
の
雨
に
降
ら
れ
魚
と
同
じ
そ

の
台
風
の
中
に
い
る
。
雨
に
降
ら
れ
て
青
葉
が
散
っ
た
り
輝
い
た
り
す
る
そ

の
同
じ
雨
で
私
の
気
持
ち
は
沈
み
あ
る
い
は
休
ま
り
あ
る
い
は
長
靴
を
履

い
て
水
溜
り
を
跳
ね
散
ら
か
し
て
遊
ぶ
の
で
あ
る
。
青
葉
で
あ
り
波
で
あ
り

雨
で
あ
る
彼
ら
と
共
に
私
は
こ
の
私
の
場
所
に
お
い
て
生
起
す
る
。
私
は
躊

躇
な
く
私
に
降
り
注
ぐ
世
界
を
生
き
る
私
で
あ
る
。
世
界
は
こ
の
私
に
お
い

て
、
私
の
生
き
る
瞬
間
瞬
間
に
お
い
て
こ
の
私
に
、
完
全
に
与
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
私
の
場
所
に
お
い
て
生
起
す
る
景
色
＝
世
界
な
の

で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
私．
が．
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
は
世
界
な
の
だ
。

そ
し
て
私
が
世
界
な
の
だ
と
し
た
ら
「
私
」
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。「
人
間
は
、
自
分
の
情
熱
と
興
味
が
内
へ

で
は
な
く
外
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
幸
福
を
つ
か
め
る
は
ず
で
あ

る
」（267

）、
と
。 

な
ぜ
な
ら
内
は
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 
 

私
は
世
界
に
い
る
。
こ
の
世
界
か
ら
私
が
排
除
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
初
め

か
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
私
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

私
が
存
在
せ
ず
私
が
世
界
な
の
だ
と
す
れ
ば
「
私
が
生
き
延
び
る
」
こ
と
は

初
め
か
ら
空
虚
で
あ
る
。
他
人
の
世
界
で
生
き
延
び
る
た
め
の
防
御
具
は
空

虚
で
あ
る
。
そ
の
不
要
な
防
御
具
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
私
は
生
き
る
こ

と
を
捨
て
て
い
た
の
だ
。 

私
は
私
の
不
可
能
な
生
き
延
び
を
手
放
し
て
、
私
で
あ
る
与
え
ら
れ
た
世

界
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。 

幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
私
が
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

幸
福
に
な
る
こ
と
は
私
が
初
め
て
生
き
る
こ
と
の
取
り
戻
し
で
あ
る
。 

 

世
界
は
彩
り
に
満
ち
て
い
る
。 

世
界
を
私
は
愛
す
る
。 

世
界
を
生
き
る
私
を
私
は
愛
す
る
。 

 

世
界
は
私
の
世
界
で
あ
る
。 
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そ
し
て
私
は
私
に
全
面
的
に
許
さ
れ
て
い
る
こ
の
世
界
を
走
る
こ
と
を

心
か
ら
楽
し
む
の
で
あ
る
。 

   

※
な
お
本
文
引
用
後
に
付
し
た
数
字
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
資
料
か
ら
の
引

用
頁
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

１
は
、
ヒ
ル
テ
ィ
著
、
草
間
平
作
訳
、『
幸
福
論
Ⅰ
～
Ⅲ
』、
岩
波
文
庫
、

一
九
六
一
年
。 

２
は
、
ア
ラ
ン
著
、
白
井
健
三
郎
訳
、『
幸
福
論
』、
集
英
社
文
庫
、
一
九

九
三
年
。 

３
、
４
は
、
ラ
ッ
セ
ル
著
、
安
藤
貞
雄
訳
、『
幸
福
論
』、
岩
波
文
庫
、
一

九
九
一
年
。 

 

注注 (1) 
W

ell-being

は
「
健
康
で
あ
る
こ
と
」
と
も
言
え
る
。
で
は
「
健
康
」

と
は
何
か
。「W

H
O

憲
章
で
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
健

康
と
は
、
肉
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
に
完
全
に
良
好
な
状
態
で
あ

り
、
単
に
疾
病
又
は
病
弱
の
存
在
し
な
い
こ
と
で
は
な
い
」（"H

ealth 

is a state of com
plete physical, m

ental and social w
ell-being 

and not m
erely the absence of disease or infirm

ity."

）。「
健
康
」

と
い
え
ば
、
ま
ず
は
身
体
的
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
多
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
た
だ
表
面
上
病
気
で
な
け
れ
ば
い
い

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
肉
体
的

．
．
．
に
も
．
．
、
精
神
的

．
．
．
に
も
．
．
、
更．
に
は
．
．
社
会
．
．

的．
に．
見．
て
も
．
．
、
全．
て
が
．
．
良
好
．
．
な．
状
態
．
．
で
な
け
れ
ば

．
．
．
．
．
、
健
康
．
．
と
は
．
．
言．
わ
な
．
．

い．
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
同
憲
章
に
は
こ
ん
な
こ
と
も
謳
わ
れ
て

い
る
。「
到
達
し
う
る
最
高
基
準
の
健
康
を
享
有
す
る
こ
と
は
、
人
種
、

宗
教
、
政
治
的
信
念
又
は
経
済
的
若
し
く
は
社
会
的
条
件
の
差
別
な
し

に
万
人
の
有
す
る
基
本
的
権
利
の
一
つ
で
あ
る
。」「
全
て
の
人
民
の
健

康
は
、
平
和
と
安
全
を
達
成
す
る
基
礎
で
あ
り
、
個
人
と
国
家
の
完
全

な
協
力
に
依
存
す
る
。」「
あ
る
国
が
健
康
の
増
進
と
保
護
を
達
成
す
る

こ
と
は
、
全
て
の
国
に
対
し
て
価
値
を
有
す
る
。」
つ
ま
り
、
健
康
が

個
人
に
と
っ
て
、
ま
た
国
家
に
と
っ
て
も
極
め
て
大
切
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
達
成
に
向
け
て
個
人
と
国
家
が
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
既
に
半
世
紀
以
上
前
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、

今
で
も
な
お
憲
章
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

（
厚
生
労
働
省H

P

よ
り
。https://w

w
w.m

hlw.go.jp/w
p/hakusyo/ko

usei/14/dl/1-00.pdf

） 

(2) 
「
低
い
動
機
」
で
働
く
場
合
に
は
、
彼
は
当
然
「
仕
事
」
を
自
分
の
益

（
評
価
や
地
位
が
得
ら
れ
る
仕
事
／
金
銭
を
稼
げ
る
仕
事
な
ど
）
の
た

め
に
選．
ぶ．
の
だ
が
、「
高
い
動
機
」
で
働
く
場
合
に
は
「
仕
事
」
そ
れ

自
体
を
選．
ば
な
い
こ
と
さ
え
あ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。「
高

い
動
機
」
の
仕
事
に
お
い
て
、
ま
ず
彼
は
、
彼
が
置．
か
れ
た

．
．
．
仕
事
．
．
そ
の
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も
の
へ
の
愛
や
責
任
に
、
ま
た
彼
が
そ
の
．
．
前．
に．
置．
か
れ
た

．
．
．
人
々
．
．
に
対
す

る
愛
と
責
任
に
基
づ
い
て
仕
事
を
す
る
の
だ
。
自
己
利
益
の
計
算
を
欠

く
が
ゆ
え
に
、
彼
は
「
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
仕
事
」
を
選
択
す

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 

(3) 

こ
こ
に
お
い
て
ヒ
ル
テ
ィ
の
「
高
い
」
動
機
と
「
低
い
」
動
機
の
区
別

は
明
確
で
あ
る
。
ヒ
ル
テ
ィ
は
「
自
分
」
を
超
越
．
．
す
る
．
．
動
機
を
、
自
分

を
超．
え
る
．
．
高．
い．
動
機
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
、
自
己
利
益
を
超
越
す
る
こ
と

の
な
い
動
機
を
、
自
己
に
と
ど
ま
る
低．
い．
動
機
と
い
う
の
で
あ
る
。  

(4) 

興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
ス
ト
ア
の
哲
学
者
の
考
え
は
現
代
の
心
理
学

に
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
エ
ピ
ク
テ
ト
ス

と
ヒ
ル
テ
ィ
の
立
ち
位
置
も
一
見
上
か
な
り
近
い
の
だ
。
だ
が
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
両
者
の
距
離
は
無
限
に
隔
た
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ヒ

ル
テ
ィ
は
エ
ビ
ク
テ
ト
ス
が
著
し
た
『
提
要
（Enchiridion Epicteti

）』

の
全
文
を
本
書
に
載
せ
、
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

(5) 

こ
う
し
た
ス
ト
ア
の
考
え
は
現
代
の
選
択
心
理
学
や
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
考
え
に
通
じ
る
。 

(6) 

ス
ト
ア
と
の
対
比
で
言
え
ば
、「
ス
ト
ア
主
義
は
人
生
の
苦
難
を
否
定
、
、

し
、
常
に
す
ぐ
れ
た

．
．
．
．
精
神
力

．
．
．
を
も
っ
て

．
．
．
．
こ
れ
を
蔑
視
し
よ
う
と
つ
と
め

．
．
．

る．
。
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
は
、
人
生
の
苦
難
を
現
実
的
存
在

と
し
て
充
分
こ
れ
を
承
認
、
、
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
あ
る
力
を
人
に

与
え
、
よ
り
高
い
、
よ
り
内
的
な
幸
福
を
約
束
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

そ
の
苦
難
を
堪
え
や
す
く
し
、
い
な
、
む
し
ろ
そ
れ
を
無
意
義
に
さ
え

す
る
の
で
あ
る
」（I-52

）。 

(7) 

ア
ラ
ン
（A

lain

）
は
、
本
名Em

ile-A
uguste Chartier, 1868-1951

。

本
書
の
原
題
は
『
幸
福
に
関
す
る
語
録
』
で
あ
り
一
九
二
五
年
に
出
版

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

(8) 

自
ら
不
幸
で
あ
る
者
は
以
下
の
よ
う
な
病
人
と
同
じ
だ
と
ア
ラ
ン
は

言
う
。「
自
分
で
ひ
っ
か
い
て
は
、
苦
痛
の
ま
じ
っ
た
一
種
の
濁
っ
た

快
感
を
自
分
に
あ
た
え
る
病
人
が
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
、
あ
と

に
な
っ
て
も
っ
と
ひ
り
ひ
り
す
る
痛
み
に
見
舞
わ
れ
る
。
み
ず
か
ら
喜

ん
で
咳
を
す
る
連
中
と
同
じ
で
、
自
分
自
身
に
対
し
て
一
種
の
熱
狂
を

起
こ
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
、
間
抜
け
な
人
間
の
や
り
方
だ
」

（195

）。
ア
ラ
ン
は
他
の
場
所
で
も
不
幸
で
あ
る
者
を
病
気
に
な
ぞ
ら

え
て
い
る
。「
不
機
嫌
に
つ
き
も
の
の
あ
の
犬
の
よ
う
な
唸
り
声
は
、

ま
ず
第
一
に
改
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
わ
た
し

た
ち
の
内
部
に
あ
る
確
か
な
病
気
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち

の
外
部
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
害
悪
を
生
み
出
す
か
ら
だ
」（288

）。 

(9) 

ア
ラ
ン
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
も
し
た
ま
た
ま
道
徳
論
を
書
か
ね
ば

な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
わ
た
し
は
上
機
嫌
を
義
務
の
第
一

位
に
お
く
だ
ろ
う
」（228

）。 
(10) 
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
（B. Russell, 1872-1970

）
は
言
う
ま
で

も
な
く
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
知
性
の
一
人
で
あ
る
。
本
書
（
原
題
『
幸

福
の
獲
得
』）
は
一
九
三
〇
年
の
著
作
で
あ
る
。 

(11) 

ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
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い
こ
と
ば
」
を
使
う
人
は
、
合
理
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
使
わ
な
い

人
よ
り
も
少
し
も
悪
い
と
は
言
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
人
は
、
聖
人
を
思
い
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
汚
い
こ
と
ば

を
慎
む
こ
と
が
絶
対
に
必
要
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
理
性
に
照
ら
し
て

考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
ば
か
げ
て
い
る
」（109

）。 

(12) 

彼
の
罪
悪
感
は
「
無
意
識
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て
い
て…

…

意
識
に
の

ぼ
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
意
識
の
面
で
は
、
あ
る
種
の
行
為
は
、
内

省
し
て
み
て
も
理
由
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
「
罪
」
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
を
貼
ら
れ
て
い
る
」（108
）
の
で
あ
る
。 

(13) 

「
伝
統
的
に
子
供
た
ち
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
道
徳
教
育
に
よ
っ
て
、

は
た
し
て
世
の
中
が
そ
の
分
だ
け
よ
く
な
っ
た
か
ど
う
か
、
真
剣
に
自

問
し
て
み
る
が
い
い
。
伝
統
的
な
意
味
で
有
徳
な
人
の
性
質
の
中
に
、

ど
れ
ほ
ど
ま
ぎ
れ
も
な
い
迷
信
が
入
り
こ
ん
で
い
る
か
、
考
え
て
み
る

が
い
い
。…

…

世
界
の
正
常
な
生
活
に
お
い
て
正
常
な
役
割
を
果
た
す

べ
き
人
た
ち
は
、
い
ま
こ
そ
、
こ
の
病
的
な
ナ
ン
セ
ン
ス
に
対
し
て
反

逆
す
る
こ
と
を
学
ん
で
よ
い
こ
ろ
だ
」（114-115

）。 

(14) 

だ
か
ら
「
ね
た
み
は
、
民
主
主
義
の
基
礎
で
あ
る
」（91

）
と
ラ
ッ
セ

ル
は
言
う
。「
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
市
民
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
中
に
一
番
に
な

る
も
の
が
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
か
ど
で
こ
と
ご
と
く
絞
首
刑

に
処
す
べ
き
だ
、
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
主
張
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア

の
諸
都
市
国
家
に
お
け
る
民
主
主
義
的
な
運
動
は
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ

ら
こ
の
情
念
に
よ
っ
て
燃
え
上
が
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、

近
代
の
民
主
主
義
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
な
る
ほ

ど
、
民
主
主
義
は
最
も
す
ぐ
れ
た
政
治
形
態
で
あ
る
と
す
る
理
想
主
義

的
な
理
論
が
あ
る
。
私
自
身
も
、
こ
の
理
論
は
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
の
政
治
の
ど
の
部
門
に
お
い
て
も
、
理
想
主
義
的
な
理

論
は
、
大
き
な
改
革
を
引
き
起
こ
す
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
大

き
な
改
革
が
行
な
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
理
論
は
つ
ね
に

情
念
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
の
理

論
に
推
進
力
を
与
え
た
の
は
、
疑
い
も
な
く
、
ね
た
み
の
情
念
で
あ
る
。

ロ
ー
ラ
ン
夫
人
は
、
し
ば
し
ば
、
民
衆
に
対
す
る
献
身
の
念
か
ら
行
動

し
た
高
貴
な
女
性
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
『
回
想
録
』
を
読
ん
で

み
る
と
よ
い
。
彼
女
を
あ
れ
ほ
ど
熱
烈
な
民
主
主
義
者
に
し
た
の
は
、

あ
る
貴
族
の
館
を
訪
れ
た
折
に
召
使
い
部
屋
に
案
内
さ
れ
た
経
験
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」（91

）。 

(15) 

だ
が
、
ナ
ル
シ
ス
ト
は
、
仕
事
に
失
敗
し
た
こ
と
、
世
間
に
認
め
て
も

ら
え
な
い
こ
と
、
不
幸
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
さ
え
も
称
賛
の
道
具
に

し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
不
幸
で
あ
り
人
生
に
倦
ん
で
い
る

こ
と
こ
そ
ま
さ
に
自
分
が
高
貴
で
あ
る
証
拠
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
彼
ら
は
自
分
の
不
幸
を
誇
り
と
し
て
い
る
。
お
の
れ
の
不
幸
を
宇
宙

の
本
質
の
せ
い
だ
と
し
、
不
幸
こ
そ
が
教
養
あ
る
人
の
と
る
べ
き
唯
一

の
態
度
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
」（25

）。
こ
れ
を
ラ
ッ
セ
ル
は
「
バ

イ
ロ
ン
風
の
不
幸
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

(16) 

ナ
ル
シ
ス
ト
に
つ
い
て
理
解
す
る
上
で
、
ラ
ッ
セ
ル
の
次
の
文
章
は
非
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常
に
興
味
深
い
。「
私
自
身
は
、
男
の
子
が
自
分
は
す
て
き
な
や
つ
な

ん
だ
、
と
考
え
る
よ
う
に
育
て
る
こ
と
に
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
、

と
思
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
ク
ジ
ャ
ク
に
せ
よ
、
ほ
か
の
ク
ジ
ャ
ク
の
尻

尾
を
う
ら
や
み
は
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
ク
ジ
ャ
ク

も
、
自
分
の
尻
尾
が
世
界
中
で
一
番
り
っ
ぱ
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
か

ら
だ
。
そ
の
結
果
、
ク
ジ
ャ
ク
は
争
い
を
好
ま
な
い
鳥
に
な
っ
て
い
る
。

考
え
て
も
み
る
が
い
い
、
も
し
も
ク
ジ
ャ
ク
が
、
自
分
の
こ
と
を
よ
く

思
う
の
は
悪
い
こ
と
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
ク
ジ
ャ
ク
の
生

活
は
ど
ん
な
に
不
幸
に
な
る
だ
ろ
う
か
」（98

）。
ク
ジ
ャ
ク
は
、
一
見

す
る
と
ナ
ル
シ
ス
ト
の
典
型
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
そ
う

で
は
な
い
。
ナ
ル
シ
ス
ト
は
自
分
自
身
が
他
人
よ
り
上
の
位
置
に
「
行

く
」
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
だ
が
ク
ジ
ャ
ク
は
既．
に．
他
人
よ
り
上
の
位

置
に
「
い
る
」
の
だ
。
彼
は
「
上
」
に
「
行
く
」
必
要
が
な
い
た
め
に
、

満
足
し
、
自
由
で
あ
り
、
か
つ
幸
福
な
の
で
あ
る
。 

(17) 

ラ
ッ
セ
ル
は
こ
う
言
う
。「
も
し
も
、
も
う
自
分
で
食
べ
ら
れ
る
幼
児

に
食
べ
さ
せ
て
や
る
な
ら
、
あ
な
た
は
子
供
の
幸
福
よ
り
も
権
力
愛
を

優
先
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
い
そ
の
子
の
手
間
を
省
い
て
や
る

こ
と
で
親
切
に
し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
あ
な
た
に
は
思
え
る
に
し
て
も

で
あ
る
。
も
し
も
、
あ
ま
り
に
も
な
ま
な
ま
し
く
子
供
に
危
険
を
意
識

さ
せ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
、
た
ぶ
ん
、
子
供
を
自
分
に
頼
ら
せ
て
お

き
た
い
と
い
う
欲
求
に
か
ら
れ
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
、

子
供
に
あ
ら
わ
な
愛
情
を
与
え
て
反
応
を
期
待
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た

は
、
た
ぶ
ん
、
子
供
の
感
情
を
利
用
し
て
子
供
を
自
分
に
つ
な
ぎ
留
め

て
お
こ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
だ
。
親
の
所
有
衝
動
は
、
親
た
ち
が
よ

ほ
ど
用
心
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
心
が
よ
ほ
ど
純
粋
で
な
い
か
ぎ

り
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
無
数
の
仕
方
で
親
た
ち
に
道
を
踏
み
迷
わ
せ

る
」（224

）。 

「
子
供
が
で
き
る
だ
け
早
く
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
面
で
独
立
す
る
よ

う
に
な
る
の
は
や
は
り
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
親
の

中
に
あ
る
権
力
衝
動
に
と
っ
て
は
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
」（223

）。 

「
こ
の
葛
藤
の
中
で
は
、
彼
ら
の
親
と
し
て
の
幸
福
は
失
わ
れ
る
。
あ

れ
ほ
ど
何
や
か
や
と
子
供
の
世
話
を
や
い
て
き
た
の
に
、
子
供
は
、
親

た
ち
が
望
ん
で
い
た
の
と
は
ま
る
で
違
っ
た
人
間
に
な
っ
た
の
を
知

っ
て
、
く
や
し
い
思
い
を
す
る
」（223-224

）
の
で
あ
る
。  

(18) 

ま
た
自
分
の
食
べ
物
が
贅
沢
だ
と
／
あ
る
い
は
貧
し
い
と
思
わ
れ
る

の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
食
べ
方
や
食
べ
る
回
数
が
常
識
や
健
康
の

規
範
を
逸
脱
し
て
い
る
と
責
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
し
て

自
己
規
制
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
他
人
か
ら
称
賛
さ
れ
よ
う
と
し
て

食
事
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
も
、
他
人
の
食
事
と
比
べ
て
妬
む
こ
と
も
、

ま
た
自
分
の
空
虚
や
悲
し
さ
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
む
や
み
に
食
べ
物

を
詰
め
込
む
こ
と
も
、
ど
う
せ
良
い
食
べ
物
な
ど
自
分
に
は
縁
が
な
い

と
悲
観
す
る
こ
と
も
し
な
い
。 

(19) 

も
し
か
す
る
と
彼
は
そ
の
評
価
を
礼
儀
正
し
く
聞
く
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
そ
れ
は
、
世
間
の
人
間
と
い
う
も
の
は
評
価
し
た
が
る
か
わ
い
そ
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う
な
生
き
物
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。 

(20) 
「
理
想
的
に
有
徳
な
人
と
は
、
良
き
も
の
の
享
受
を
上
回
る
よ
う
な
悪

い
結
果
を
伴
わ
な
い
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
あ
ら
ゆ
る
良
き
も
の
の
享
受
を

許
す
よ
う
な
人
で
あ
る
」
（110

）
。
も
ち
ろ
ん
、
本
章
の
最
初
に
引
用

し
た
通
り
、
こ
の
ラ
ッ
セ
ル
の
幸
福
論
は
、
戦
争
や
大
陸
的
な
飢
餓
な

ど
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
大
き
な
災
難
に
対

す
る
処
方
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 

（
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さ
ち
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