
は

じ

め

に

『
道
草』

の
前
景
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
金
が
支
配
す
る
日
常
世
界

の
中
で
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
健
三
の
苦
渋
に
満
ち
た
生
の
あ
り
よ
う
で

あ
る
。『
道
草』

の
後
景
に
は
健
三
の
過
去
か
ら
未
来
へ
と
繋
が
っ
て

い
く
生
の
軌
跡
が
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
軌
跡
が
現
在
の
健
三
の

生
の
意
味
を
浮
か
び
上
ら
せ
て
い
る
。『
道
草』

の
語
り
手
は
、
金
の

圧
迫
に
よ
っ
て
苦
し
む
健
三
の
姿
を
、｢

金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真

に
偉
大
な
も
の
が
彼
の
眼
に
這は

入い

つ
て
来
る
に
は
ま
だ
大
分
間
が
あ
つ

た｣

と
描
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、『

道
草』

の
語
り
手
が
、
そ
の

｢

真
に
偉
大
な
も
の｣

を
掴
ん
で
い
る
視
点
か
ら
健
三
の
生
を
描
い
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、『
道
草』

の
語
り
手
の
位
置

(｢

金
の
力
で
支
配
出
来
な

い
真
に
偉
大
な
も
の｣

の
内
実)

と
、
健
三
の
生
の
意
味

(

前
景
で
描

い
て
い
る
健
三
の
生
の
あ
り
よ
う
と
、
後
景
に
描
い
て
い
る
健
三
の
生

の
軌
跡)

と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

１

学
究
生
活
に
自
分
の
全
存
在
を
捧
げ
て
い
る
健
三
の
前
に
、
か
つ
て

の
養
父
島
田
が
現
わ
れ
る
。
島
田
の
出
現
に
よ
っ
て
、
自
分
の
暗
い
過

去
と
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
健
三
は
、
二
十
九
回
で
「
青
春

時
代
を
全
く
牢
獄
の
裡う
ち

で
暮く
ら

し
た
」
と
青
年
に
語
る
。「
牢
獄
と
は
何

で
す
」
と
の
青
年
の
問
い
に
、
健
三
は
次
の
よ
う
に
応
え
る
。「
学
校

さ
、
そ
れ
か
ら
図
書
館
さ
。
考
へ
る
と
両
方
と
も
ま
あ
牢
獄
の
や
う
な

も
の
だ
ね｣

「
然
し
僕
が
若も

し
長
い
間
の
牢
獄
生
活
を
つ
ゞ
け
な
け
れ

ば
、
今
日
の
僕
は
決
し
て
世
の
中
に
存
在
し
て
ゐ
な
い
ん
だ
か
ら
仕
方

が
な
い｣

「
学
問
ば
か
り
し
て
死
ん
で
し
ま
つ
て
も
人
間
は
詰つ
ま

ら
な
い

ね
」
と
。

語
り
手
は
、
そ
の
時
の
健
三
の
内
面
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

過
去
の
牢
獄
生
活
の
上
に
現
在
の
自
分
を
築
き
上
げ
た
彼
は
、

其
現
在
の
自
分
の
上
に
、
是
非
共
未
来
の
自
分
を
築
き
上
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
が
彼
の
方
針
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
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彼
か
ら
見
る
と
正
し
い
方
針
に
違
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
其
方
針

に
よ
つ
て
前さ
き

へ
進
ん
で
行
く
の
が
、
此
時
の
彼
に
は
徒
い
た
づ

ら
に
老
ゆ

る
と
い
ふ
結
果
よ
り
外
に
何
物
を
も
持
ち
来き

た

さ
な
い
や
う
に
見
え

た
。

こ
の
時
健
三
は
学
生
時
代
の
勉
学
生
活
を
「
牢
獄
」
と
感
じ
、
そ
の

上
に
自
分
を
築
き
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
、
そ

の
方
針
に
従
う
こ
と
が
「
此
時
の
彼
に
は
徒
ら
に
老
ゆ
る
と
い
ふ
結
果

よ
り
外
に
何
物
を
も
持
ち
来き

た

さ
な
い
や
う
に
見
え
た
」
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
生
活
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。

健
三
が
学
生
時
代
に
「
牢
獄
」
生
活
を
送
っ
た
と
感
じ
て
い
る
理
由

は
、
彼
が
少
年
時
代
の
「
酷
薄
」
な
世
界
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
努
力

を
自
分
に
課
し
た
と
い
う
九
十
一
回
の
次
の
回
想
の
う
ち
に
あ
る
。

養
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
健
三
は
実
家
に
引
き
取
ら
れ
た
が
、
籍

は
戻
ら
な
か
っ
た
。
実
家
の
父
は
「
殆ほ

と

ん
ど
子
と
し
て
の
待
遇
を
彼
に

与
へ
な
か
つ
た｣

。
養
父
島
田
は
健
三
が
一
人
前
に
な
っ
て
働
け
る
よ

う
に
な
れ
ば
、「
此
方

こ
つ
ち

へ
奪
還

ふ
ん
だ

く
つ
て
し
ま
へ
ば
夫そ

れ

迄
だ
」
と
い
う
態

度
で
あ
っ
た
。
現
在
の
健
三
が
回
想
す
る
当
時
の
自
分
は
実
父
に
と
っ

て
も
養
父
に
と
っ
て
も
、
人
間
で
は
な
く
物
品
で
あ
っ
た
。
あ
る
と
き

養
家
を
訪
問
し
た
健
三
に
養
父
は
「
も
う
此
方
こ
つ
ち

へ
引
き
取
つ
て
、
給
仕

で
も
何
で
も
さ
せ
る
か
ら
左さ

右う

思
ふ
が
可い

い
」
と
い
っ
た
。「
酷
薄
と

い
ふ
感
じ
」
が
健
三
に
「
淡
い
恐
ろ
し
さ
」
を
与
え
た
。
こ
の
時
健
三

は
「
給
仕
に
な
ん
ぞ
さ
れ
て
は
大
変
だ
」
と
心
の
内
で
繰
り
返
し
、

「
立
派
な
人
間
に
な
つ
て
世
間
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
決
意
し
、

そ
の
努
力
の
結
果
「
給
仕
に
な
ら
ず
に
済
ん
だ
」
の
で
あ
る
。

こ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
学
生
時
代
の
健
三
は
、
自
分
の
育
っ
た
環
境

か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
勉
学
に
精
を
出
し
た
。
そ
の
結
果
今
の
健
三

は
大
学
に
籍
を
持
つ
教
師
・
学
者
と
い
う
社
会
的
地
位
を
得
た
の
で
あ

る
。
四
十
七
回
の
健
三
は
、
自
分
と
島
田
と
は
「
魚
と
獣
程
違
ふ
」
と

口
に
す
る
。
こ
の
健
三
の
言
葉
に
は
、
彼
が
得
た
現
在
の
社
会
的
位
置

を
意
識
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
島
田
と
は
別
世
界
に
住
む
人
間
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
健
三
は
現
在
の
社
会
的
位
置
を
つ
く
り
出
し
た
学

校
や
図
書
館
で
の
誇
る
べ
き
勉
学
生
活
を
「
牢
獄
」
と
感
じ
て
い
る
。

そ
れ
は
学
校
や
図
書
館
で
の
勉
学
が
、
健
三
に
と
っ
て
酷
薄
な
過
去
の

世
界
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
努
力
の
目
的
が
彼
の

内
部
に
あ
る
自
分
の
欲
す
る
生
き
方
と
は
異
質
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

後
に
見
る
よ
う
に
、
彼
は
学
生
時
代
の
最
後
に
、
自
分
の
欲
す
る
生
き

方
を
得
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
道
は
困
難
で
あ
り
、

中
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
学
校
卒
業
後
教
師
と
な
り
、
さ
ら

に
官
費
で
外
国
に
留
学
し
て
大
学
で
の
職
を
得
た
健
三
は
、
成
果
を
あ

げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
、
義
務
で
も
あ
っ
た
。

健
三
は
、
学
問
へ
の
「
異
様
の
熱
塊
」
を
自
己
の
内
部
に
感
じ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
学
問
ば
か
り
し
て
死
ん
で
し
ま
つ
て
も
人
間
は

詰
ら
な
い
ね
」
と
青
年
に
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
学

に
籍
を
持
つ
学
者
と
い
う
社
会
的
地
位
を
得
た
今
で
も
、
学
問
と
は
異

質
な
理
想
へ
の
希
求
が
彼
の
今
の
学
者
と
し
て
の
生
き
方
に
反
逆
し
続

け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
健
三
は
今
の
学
者
生
活
を
維
持
し
続
け
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
れ
は
過
去
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
努
力
し
て
得
た
現
在
の

社
会
的
位
置
が
、
過
去
か
ら
彼
を
自
由
に
し
、
か
つ
現
在
の
彼
の
生
を

保
障
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

２

健
三
は
過
去
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
つ
か
み
取
っ
た
現
在
の
生
の
あ

り
方
を
「
牢
獄
生
活
」
の
延
長
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
単
に
学

究
生
活
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
異
質
な
理
想
が
彼
の
内
部
で
反
抗
し
て

い
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
語
り
手
に
よ
れ
ば
、
学
者
と
し
て
の
生
活
が

彼
の
日
常
意
識
に
歪
み
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
健
三
が
感
じ
て
い
る
か

ら
で
も
あ
る
。

第
三
回
の
語
り
手
は
、
健
三
の
内
面
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

健
三
に
は
学
問
に
「
異
様
の
熱
塊
」
が
あ
り
、
学
問
に
す
べ
て
を

捧
げ
る
の
が
自
分
の
「
本
来
」
の
姿
な
の
だ
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
。

し
か
し
語
り
手
は
そ
の
健
三
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。

彼
は
「
索
寞

さ
く
ば
く

た
る
曠あ

ら

野の

の
方
角
へ
向
け
て
生
活
の
路
を
歩
い
て
」
行
く

こ
と
に
な
る
が
、「
温
か
い
人
間
の
血
を
枯
ら
し
に
行
く
の
だ
と
は
決

し
て
思
は
な
か
つ
た
」
と
。
こ
の
語
り
手
の
描
写
は
、
学
問
に
す
べ
て

を
捧
げ
る
生
活
を
、
自
分
の
本
来
の
姿
だ
と
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
意

識
の
奥
底
で
は
今
の
学
究
生
活
が
自
分
の
望
む
生
の
あ
り
方
で
は
な
い

と
健
三
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
十
回
で
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
健
三
の
思
考
の
歪
み
が
、
次
の

よ
う
に
描
か
れ
る
。

健
三
は
風
邪
を
引
き
細
君
の
世
話
を
受
け
た

が
、
熱
の
下
が
っ
た
と
き
、
細
君
か
ら
、
彼
が
熱
に
浮
か
さ
れ
て
い
た

時
、「
彼
方

あ
つ
ち

へ
行
け｣

「
邪
魔
だ
」
と
口
に
し
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。

細
君
は
平
生
か
ら
そ
う
考
え
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ

る
は
ず
が
な
い
と
言
っ
て
下
を
向
い
た
。
し
か
し
健
三
は
「
熱
に
浮
か

さ
れ
た
時
、
魔ま

睡
薬
す
い
や
く

に
酔
つ
た
時
、
も
し
く
は
夢
を
見
る
時
、
人
間
は

必
ず
し
も
自
分
の
思
つ
て
ゐ
る
事
ば
か
り
物
語
る
と
は
限
ら
な
い
」
と

い
う
論
理
で
細
君
を
押
さ
え
つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
語
り
手

は
、「
彼
は
論
理
の
権
威
で
自
分
を
佯
い
つ
わ
つ
て
ゐ
る
事
に
は
丸
で
気
が
付

か
な
か
つ
た
」
と
健
三
の
「
学
問
」
的
論
理
を
批
判
的
に
浮
彫
り
に
し

て
い
る
。

『
道
草』

で
は
、
右
の
よ
う
な
日
常
生
活
に
お
け
る
彼
の
「
学
問
」

的
論
理
の
歪
み
が
詳
細
に
描
か
れ
る
。
語
り
手
は
、
健
三
が
希
求
し
な

が
ら
ま
だ
掴
む
こ
と
が
出
来
な
い
境
地
を
既
に
掴
ん
で
い
る
存
在
で
あ

り
、
そ
の
立
場
か
ら
、
健
三
の
論
理
思
考
を
カ
リ
カ
チ
ャ
ー
し
な
が
ら
、

そ
の
制
限
を
描
き
出
し
て
い
る
。『
道
草』

の
前
景
で
は
、
こ
の
よ
う

な
健
三
の
現
在
の
生
の
あ
り
よ
う

学
究
生
活
に
よ
る
思
考
の
制
限

が
語
り
手
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
浮
彫
り
に
さ
れ
、
や
が
て
そ
の

制
限
に
気
づ
き
出
す
健
三
の
姿
が
描
か
れ
て
い
く
。

３

健
三
は
、
感
情
の
爆
発
に
苦
し
む
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
の

感
情
の
爆
発
は
何
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
す

れ
ば
、
健
三
は
そ
れ
が
金
の
圧
迫
に
よ
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
健
三
は
そ
の
苦
痛
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
論
理
的
思
考
で
は
捉
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え
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
何
か｣

（
＝｢

金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に

偉
大
な
も
の｣

）
を
希
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
自
分
を
感
じ
て
い
る
。
以

下
語
り
手
の
描
く
、
健
三
の
感
情
の
爆
発
の
原
因
、
お
よ
び
そ
の
苦
痛

か
ら
の
脱
出
の
希
求
を
見
て
い
こ
う
。

五
十
七
回
の
前
半
で
は
、
健
三
の
発
作
的
行
動
に
焦
点
が
当
た
る
。

彼
に
は
人
と
の
平
静
な
会
話
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
得
る

こ
と
が
出
来
な
い
彼
は
、
心
の
鬱
屈
を
行
為
と
し
て
外
に
吐
き
出
さ
ず

に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
①
子
ど
も
の
育
て
て
い
る
草
花
の
鉢
な
ど

を
蹴
飛
ば
し
た
。
②
保
険
の
勧
誘
員
が
来
た
り
す
る
と
、
取
り
次
い
だ

下
女
を
大
声
で
し
か
り
飛
ば
し
た
。

語
り
手
は
そ
の
時
の
健
三
の
内
面
を
①
で
は
次
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
。

彼
は
半
ば
自
分
の
行
為
を
悔
い
た
。
然
し
其
子
供
の
前
に
わ
が

非
を
自
白
す
る
事
は
敢あ

え

て
し
得
な
か
つ
た
。
／
「
己お
れ

の
責
任
ぢ
や

な
い
。
必
竟
こ
ん
な
気
違
じ
み
た
真
似
を
己お
れ

に
さ
せ
る
も
の
は
誰

だ
。
其そ

奴い
つ

が
悪
い
ん
だ｣

②
で
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

彼
は
あ
と
で
自
分
の
態
度
を
恥
ぢ
た
。（
中
略
）
同
時
に
子
供

の
植
木
鉢
を
蹴
飛
ば
し
た
場
合
と
同
じ
や
う
な
言
訳
を
、
堂
々
と

心
の
裡う
ち

で
読
み
上
げ
た
。
／
「
己お
れ

が
悪
い
の
ぢ
や
な
い
。
己お
れ

の
悪

く
な
い
事
は
、
仮
令

た
と
ひ

あ
の
男
に
解
つ
て
ゐ
な
く
つ
て
も
、
己お
れ

に
は

能よ

く
解
つ
て
ゐ
る｣

①
の
「
其そ

奴い
つ

」
②
の
「
あ
の
男
」
と
は
、
衝
動
を
引
き
起
こ
す
内
部

の
要
因
を
指
し
て
い
る

（
注
�
）

。
健
三
の
自
意
識
は
、
そ
の
衝
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
健
三
は
、「
己
の
責

任
ぢ
や
な
い｣

、「
己
が
悪
い
の
ぢ
や
な
い
」
と
、
衝
動
を
引
き
起
こ
す

要
因
と
、
彼
の
自
意
識
と
を
区
別
し
、
自
己
意
識
を
弁
護
す
る
。
し
か

し
語
り
手
は
、
そ
の
健
三
の
自
意
識
の
自
己
弁
護
を
も
「
弱
さ
」
と
し

て
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
衝
動
的
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

な
い
健
三
の
自
意
識
を
、
突
き
放
し
て
見
詰
め
て
い
る
語
り
手
が
存
在

し
て
い
る
。

自
己
の
衝
動
的
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い
こ
の
苦
し
み
は
、

健
三
に
自
意
識
を
超
え
た
超
越
存
在
を
希
求
さ
せ
る
。
し
か
し
、
語
り

手
は
、
そ
の
時
の
健
三
の
気
持
ち
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。「
無

信
心
な
彼
は
何ど

う
し
て
も
、『
神
に
は
能
く
解わ
か

つ
て
ゐ
る』

と
云
ふ
事

が
出
来
な
か
つ
た
。
も
し
左さ

右う

い
ひ
得
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
仕
合
せ
だ

ら
う
と
い
ふ
気
さ
へ
起
ら
な
か
つ
た
。
彼
の
道
徳
は
何
時
で
も
自
己
に

始
ま
つ
た
。
さ
う
し
て
自
己
に
終
る
ぎ
り
で
あ
つ
た
」
と
。
語
り
手
に

よ
れ
ば
、
健
三
と
神
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
。

神
と
い
う
存
在
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
健
三
は
自
己
の

病
的
な
衝
動
を
、
神
の
与
え
る
試
練
と
し
て
合
理
化
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
個
人
主
義
（
＝
自
我
の
絶
対
化
）
を
標
榜
し
て
い
た
そ
の

時
の
彼
は
、
そ
の
病
的
な
衝
動
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
そ
の
責
任
を
も

自
我
の
う
ち
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
語
り
手
は
、
自
意
識
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
苦
し
み

か
ら
脱
す
る
た
め
に
は
、
己
の
自
我
を
超
え
た
超
越
的
存
在
の
必
要
性

を
感
じ
て
い
る
健
三
の
意
識
を
描
い
て
い
る
。
語
り
手
は
既
に
そ
の
超

越
的
要
素
を
掴
ん
で
い
る
立
場
か
ら
、
徹
底
し
た
自
我
主
義
を
標
榜
し
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て
い
た
当
時
の
健
三
の
自
意
識
の
苦
し
み
や
制
限
を
描
き
だ
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
語
り
手
は
病
的
な
衝
動
を
引
き
起
こ
す
要
因
を
何
に
見

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
病
的
な
衝
動
に
苦
し
む
健
三
の
姿
に
続
い
て
、

次
の
よ
う
な
健
三
の
連
想
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
時
々
金
の
事
を
考
へ
た
。
何
故
物
質
的
の
富
を
目
標

め
や
す

と
し

て
今
日
迄
働
い
て
来
な
か
つ
た
の
だ
ら
う
と
疑
ふ
日
も
あ
つ
た
。

（
中
略
）
�
彼
は
け
ち
臭
い
自
分
の
生
活
状
態
を
馬
鹿
ら
し
く
感

じ
た
。
�
自
分
よ
り
貧
乏
な
親
類
の
、
自
分
よ
り
切
り
詰
め
た
暮

し
向
に
悩
ん
で
ゐ
る
の
を
気
の
毒
に
思
つ
た
。
極
め
て
低
級
な
慾

望
で
、
朝
か
ら
晩
迄
齷あ

く

齪せ
く

し
て
ゐ
る
や
う
な
島
田
を
さ
へ
憐
れ
に

眺
め
た
。
／
�
「
み
ん
な
金
が
欲
し
い
の
だ
。
さ
う
し
て
金
よ
り

外
に
は
何
に
も
欲
し
く
な
い
の
だ
」
／
斯か

う
考
へ
て
見
る
と
、
自

分
が
今
迄
何
を
し
て
来
た
の
か
解
ら
な
く
な
つ
た
。

右
の
引
用
は
語
り
手
が
健
三
の
連
想
を
通
し
て
、
そ
の
病
的
な
衝
動

が
生
ま
れ
る
根
本
原
因
が
現
実
世
界
の
金
の
圧
迫
に
起
因
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
見
て
い

こ
う
。

�
に
お
い
て
何
故
健
三
は
今
の
生
活
状
態
を
「
馬
鹿
ら
し
く
」
感
じ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
は
過
去
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
、
勉
学
に

努
力
し
、
社
会
的
地
位
を
掴
ん
だ
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
過
去
か

ら
脱
出
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
金
儲
け
に
縁
の
無
い
学
究
生
活

は
倹
約
生
活
を
要
求
し
た
。
彼
に
は
金
儲
け
の
道
を
選
択
し
て
い
れ
ば

成
功
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
（
語
り
手
に
よ
れ
ば
、

「
己
惚

お
の
ぼ
れ｣

）
が
あ
り
、
そ
の
思
い
は
自
分
の
学
者
の
道
へ
の
選
択
が
誤
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
動
揺
を
生
み
だ
し
、
金
儲
け
の
生
き
方

を
選
択
し
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
日
常

生
活
に
お
け
る
金
の
力
の
圧
迫
に
動
揺
す
る
健
三
が
存
在
す
る
。

�
に
は
次
の
よ
う
な
健
三
の
思
い
が
あ
る
。

金
に
苦
し
ん
で
い

る
の
は
自
分
だ
け
で
な
く
、
幸
福
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
う
自
分
の
親

類
達
も
み
ん
な
金
に
心
を
砕
か
ね
ば
な
ら
ぬ
憐
れ
な
存
在
な
の
だ
。
金

を
稼
ぐ
生
き
方
を
選
択
し
な
か
っ
た
自
分
に
は
、
か
れ
ら
に
充
分
な
援

助
を
し
て
や
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
島
田
も
ま
た
金
に
心
を
奪
わ
れ
た
、

人
間
と
し
て
の
本
性
に
目
覚
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
憐
れ
な
存
在
な
の

だ
。

こ
こ
に
は
金
の
力
に
支
配
さ
れ
て
い
る
身
近
な
親
類
達
の
姿

と
、
彼
ら
に
充
分
な
援
助
を
し
て
や
れ
な
い
自
分
の
立
場
と
の
関
係
を

通
し
て
、
金
と
人
間
の
本
性
と
の
関
係
を
考
え
続
け
て
い
る
健
三
の
姿

が
描
か
れ
て
い
る
。

�
に
は
次
の
よ
う
な
健
三
の
思
い
が
あ
る
。

人
の
心
は
金
に
支

配
さ
れ
て
お
り
、
人
は
金
儲
け
に
し
か
興
味
を
持
た
な
い
。

こ
の

よ
う
に
感
じ
た
彼
は
無
力
感
と
孤
立
感
に
襲
わ
れ
、
彼
の
内
部
で
は
自

分
の
学
者
の
道
を
選
択
し
た
生
き
方
に
疑
念
が
生
じ
て
い
る
。

こ
う
し
て
彼
は
、
学
生
時
代
の
最
後
の
頃
を
思
い
出
す
。
現
在
か
ら

学
生
時
代
の
最
後
の
時
期
へ
の
こ
の
連
想
は
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
時
が
、

「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
を
得
よ
う
と
す
る
生

き
方
を
目
指
し
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

時
の
彼
は
、「
真
に
偉
大
な
も
の
」
を
掴
む
こ
と
が
出
来
ず
、
生
活
の
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た
め
に
教
師
に
な
る
道
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
次
の
よ

う
に
学
生
時
代
最
後
の
健
三
の
姿
を
描
き
出
す
。

彼
は
元
来
儲
け
る
事
の
下
手
な
男
で
あ
つ
た
。
儲
け
ら
れ
て
も

其
方
に
使
ふ
時
間
を
惜
が
る
男
で
あ
つ
た
。
卒
業
し
た
て
に
、
悉
こ
と
ご
と

く
他
の
口
を
断
つ
て
、
た
ゞ
一
つ
の
学
校
か
ら
四
十
円
貰
つ
て
、

そ
れ
で
満
足
し
て
ゐ
た
。
彼
は
そ
の
四
十
円
の
半
分
を
阿
爺
に
取

ら
れ
た
。
残
る
二
十
円
で
、
古
い
寺
の
座
敷
を
借
り
て
、
芋
や
油

揚
ば
か
り
食
つ
て
ゐ
た
。
然
し
彼
は
其
間
に
遂
に
何
事
も
仕し

出で

か

さ
な
か
つ
た
。

健
三
に
お
け
る
、
日
常
世
界
で
の
金
の
圧
迫
か
ら
こ
の
学
生
時
代
へ

の
連
想
は
、
彼
が
世
俗
で
の
金
の
圧
迫
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
学
生
時

代
の
最
後
に
「
何
事
か｣

を

｢

仕
出
か
」
そ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
健
三
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
彼
は
自
分
の
生
活
の
た
め
の
仕

事
は
最
低
限
に
し
て
、「
古
い
寺
の
座
敷
を
借
り
て｣
、「
何
か
を
仕
出

か
」
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
「
彼
は
其
間
に
遂
に
何
事
も
仕
出
か
さ
な

か
つ
た
」
の
で
あ
る
。

次
い
で
語
り
手
は
、
時
間
を
現
在
に
戻
し
、
今
に
至
る
ま
で
「
遂
に

何
事
も
仕
出
か
さ
な
」
か
っ
た
過
去
の
自
分
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
健
三
の
内
面
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

彼
は
「
金
持

に
な
る
か｣

「
偉
く
な
る
か
」
の
「
何
方
ど
つ
ち

か
に
中
途
半
端
な
自
分
を
片

付
け
た
く
な
つ
た｣

。
し
か
し
金
持
ち
を
目
指
す
に
は
既
に
時
機
を
失

し
て
お
り
、「
偉
く
な
る
」
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
煩
い
を
克
服
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
原
因
の
根
本
は
金
が
な
い
こ
と
に
あ
る

こ
と
を
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
。
そ
し
て
五
十
七
回
の
最
後
を
次

の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

何ど

う
し
て
好い

い
か
解
ら
な
い
彼
は
し
き
り
に
焦
れ
た
。
金
の
力

で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
が
彼
の
眼
に
這
入
つ
て
来
る

に
は
ま
だ
大
分
間
が
あ
つ
た
。

こ
こ
で
語
り
手
は
健
三
の
苦
し
み
の
究
極
的
原
因
が
金
の
力
の
圧
迫

に
あ
り
、
そ
の
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、「
金
の
力
で
支
配

で
き
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
を
掴
む
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を

描
き
出
し
て
い
る
。
健
三
は
学
生
時
代
の
終
わ
り
に
「
金
の
力
で
支
配

出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
を
掴
む
こ
と
が
出
来
ず
、
生
活
の
た
め

に
教
師
・
学
者
に
な
り
現
在
に
到
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
依
然
と
し

て
金
に
苦
し
み
続
け
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
彼
は
今
で
も
自
分
の
生
き

方
に
疑
念
を
懐
き
、「
何ど

う
し
て
好い

い
か
解
ら
な
い
彼
は
し
き
り
に
焦じ

れ｣

、
時
々
感
情
の
爆
発
を
引
き
起
こ
す
の
だ
と
、
語
り
手
は
描
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊

語
り
手
は
こ
の
場
面
で
は
学
生
時
代
の
終
わ
り
に
掴
も
う
と
し
た

「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
に
つ
い
て
こ
れ
以
上

の
説
明
を
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
健
三
が
や
が
て
「
真
に
偉
大
な
も
の
」

を
掴
み
、『
道
草』

の
語
り
手
の
境
地
を
持
つ
に
至
る
で
あ
ろ
う
彼
の

生
の
軌
跡
が
『
道
草』

の
前
景
に
浮
か
び
上
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
で
あ
る
。

そ
こ
で
右
に
描
か
れ
て
い
る
健
三
の
学
生
時
代
に
、
荒
正
人
の

『
�増
補
改
訂
〉
漱
石
研
究
年
表』

(

集
英
社
、
昭
和
五
十
九
年)

に
載

る
こ
の
時
期
の
作
者
漱
石
の
伝
記
を
重
ね
て
み
る
。
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明
治
二
十
六
年
七
月
十
日
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
を
卒
業
。
同
年
十

月
に
第
一
高
等
学
校
と
高
等
師
範
学
校
か
ら
、
同
時
に
就
職
口
が
あ
っ

た
。
彼
は
高
等
師
範
学
校
英
語
嘱
託
と
な
る
が
、
そ
の
条
件
は
週
二
回

出
講
、
手
当
は
年
額
四
百
五
十
円
。（
荒
注
に
拠
れ
ば
、
月
給
三
十
七

円
五
十
銭
。
給
費
返
済
と
し
て
七
円
五
十
銭
、
父
へ
の
送
金
が
十
円
、

製
艦
費
一
割
引
か
れ
る
。）

こ
の
荒
注
に
よ
っ
て
、『
道
草』

で
記
し
て
い
る
、〈
四
十
円
貰
つ
て

そ
の
半
分
を
父
に
取
ら
れ
、
残
る
二
十
円
で
生
活
し
た
〉
と
い
う
健
三

の
回
想
は
ほ
ぼ
漱
石
の
学
生
時
代
の
こ
の
時
期
を
映
し
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
ま
た
「
古
い
寺
の
座
敷
を
借
り
」
た
時
期
は
、
明
治
二
十
七
年

十
月
、
菅
虎
雄
の
世
話
で
、
法
蔵
院
に
下
宿
し
て
い
た
頃
を
踏
ま
え
て

い
る
。
そ
し
て
健
三
が
「
何
事
も
仕し

出で

か
さ
な
か
つ
た
」
こ
と
と
、
漱

石
が
同
年
十
二
月
二
十
三
日
に
鎌
倉
円
覚
寺
の
塔
頭
帰
源
院
で
参
禅
す

る
も
そ
の
境
地
を
掴
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
と
も
重
な
る

（
注
�
）

。

健
三
と
作
者
漱
石
の
学
生
時
代
と
の
重
な
り
は
、
健
三
の
「
金
の
力

で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
と
は
、
禅
的
な
悟
り
の
境
地
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
健
三
が
こ
の

時
「
仕
出
か
」
そ
う
と
し
た
こ
と
と
は
、
金
の
力
が
支
配
す
る
「
我
」

を
超
脱
し
た
心
の
あ
り
よ
う
（
禅
的
な
悟
り
の
境
界
）
を
掴
む
こ
と
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
学
生
時
代
の
健
三
は
そ
の
境
地
を
掴

む
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
追
求
を
中
断
し
、
生
活
の
た
め
に
教
師
の
道

を
選
択
し
た
。
そ
の
後
健
三
は
外
国
に
留
学
し
、
大
学
で
の
職
を
得
る

が
、
し
か
し
彼
の
う
ち
に
は
そ
の
境
地
へ
の
あ
こ
が
れ
が
一
貫
し
て
存

在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
健
三
の
生
を
貫
く
軌
跡
を
語
り
手
は
『
道

草』

の
後
景
に
描
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

４

九
十
六
回
の
健
三
は
手
切
れ
金
を
要
求
す
る
島
田
の
代
理
人
と
の
会

見
後
、
や
り
か
け
の
学
生
の
答
案
の
採
点
に
と
り
か
か
る
。
し
か
し
彼

は
「
神
で
な
い
以
上
辛
抱
だ
つ
て
し
切
れ
な
い
」
と
ペ
ン
を
放
り
出
し
、

往
来
に
飛
び
出
す
。
金
の
た
め
に
働
き
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
健
三
の
苦

痛
を
「
赤
い
印
気
が
血
の
や
う
に
半
紙
の
上
に
滲
ん
だ
」
と
語
り
手
は

描
い
て
い
る
。

こ
こ
で
健
三
の
「
神
で
な
い
以
上
辛
抱
だ
つ
て
し
切
れ
な
い
」
と
い

う
言
葉
の
内
実
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
も
し
健
三
に
、
神
に
対
す

る
信
仰
や
そ
れ
に
類
似
し
た
意
識
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
神
」
を
こ
の

よ
う
な
文
脈
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、

健
三
が
生
活
（
金
の
力
）
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
自
分
の
自
我
主
義
で
は

い
か
ん
と
も
し
が
た
い
金
の
圧
力
を
自
覚
し
、
神
へ
の
信
仰
に
代
わ
る
、

自
我
を
超
え
る
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
の
存

在
を
求
め
ず
に
は
お
れ
な
い
健
三
の
内
面
を
表
現
し
て
い
る
。

九
十
七
回
の
彼
の
内
面
で
は
「
御
前
は
必
竟
何
を
し
に
世
の
中
に
生う

ま

れ
て
来
た
の
だ
」
と
い
う
声
が
あ
っ
た
。「
分わ
か

ら
な
い
」
と
い
う
健
三

に
、
そ
の
声
は
「
分わ
か

ら
な
い
の
ぢ
や
あ
る
ま
い
。
分
つ
て
ゐ
て
も
、
其そ

所こ

へ
行
け
な
い
の
だ
ら
う
。
途
中
で
引
懸
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と
い

う
。
こ
の
健
三
の
内
部
の
声
は
、
学
生
時
代
の
終
わ
り
に
彼
が
得
よ
う

と
し
て
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
「
何
事
」
か
を
仕
出
か
す
こ
と

（
＝
生
の
苦
痛
を
超
え
る
悟
り
を
得
る
こ
と
）
へ
の
強
い
願
望
が
現
在
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の
健
三
の
内
面
に
存
在
し
続
け
て
お
り
、
そ
の
願
望
が
他
者
の
声
と
な
っ

て
彼
の
意
識
に
上
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
健
三
の
内
部
の
声
は
、
健
三
の
自
我
主
義
の
欠
点
を
も
自

覚
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

健
三
は
シ
ョ
ウ
ウ
イ
ン
ド
ウ
を
の
ぞ
き
込
み
な
が
ら
、
自
分
の
親
族

達
が
皆
年
を
越
す
の
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
、
中
で
も
細
君
の
父
が
一

番
ひ
ど
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
、
次
の
よ
う
な
細
君
と
の
会

話
を
思
い
出
す
。
そ
れ
は
細
君
の
父
が
貴
族
院
議
員
の
選
に
漏
れ
る
と
、

債
権
者
達
が
彼
を
責
め
、
細
君
の
父
は
遂
に
相
場
に
手
を
出
し
悲
境
に

沈
ん
で
い
っ
た
と
い
う
話
し
で
あ
っ
た
。
細
君
は
「
相
場
に
手
を
出
し

た
の
が
悪
い
ん
で
す
よ｣

「
御
役
人
を
し
て
ゐ
る
間
は
相
場
師
の
方
で

儲
け
さ
せ
て
呉
れ
る
ん
で
す
つ
て
。
だ
か
ら
好い

い
け
れ
ど
も
、
一
旦
役

を
退
く
と
、
も
う
相
場
師
が
構か

ま

つ
て
呉
れ
な
い
か
ら
、
み
ん
な
駄
目
に

な
る
ん
だ
さ
う
で
す
」
と
言
っ
た
。
そ
の
細
君
の
話
を
聞
い
て
、
健
三

は
「
何
の
事
だ
か
要
領
を
得
な
い
ね
。
だ
い
ち
意
味
さ
へ
解
ら
な
い
。」

と
い
う
。「
貴
方
あ
な
た

が
解
ら
な
く
つ
た
つ
て
、
左さ

右う

な
ら
仕
方
が
な
い
ぢ

や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
反
発
す
る
細
君
に
、「
何
を
云
つ
て
る
ん
だ
。

そ
れ
ぢ
や
相
場
師
は
決
し
て
損
を
し
つ
こ
な
い
も
の
に
極き
ま

つ
ち
ま
ふ
ぢ

や
な
い
か
。
馬
鹿
な
女
だ
な
」
と
押
さ
え
つ
け
た
の
で
あ
る
。
健
三
は

こ
の
細
君
と
の
会
話
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。

右
の
健
三
の
想
起
し
た
細
君
と
の
会
話
の
内
容
は
、
健
三
の
自
我
主

義
の
歪
み
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
細
君
の
話
の
核
心
は
、
細
君
の
父

が
相
場
に
手
を
出
し
た
た
め
、
財
を
失
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か

し
健
三
は
、
核
心
か
ら
ず
れ
た
〈
相
場
師
は
役
を
退
く
と
構
っ
て
く
れ

な
い
〉
と
い
う
そ
の
真
偽
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
真
偽
を
考
え
よ
う
と
も

し
な
い
細
君
を
、
馬
鹿
な
女
だ
と
罵
倒
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
の
健
三
は
今
ま
で
日
常
世
界
を
裁
断
す
る
武
器
で
あ
っ
た

自
分
の
論
理
の
歪
み
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
の
健
三
の
意
識
に
あ
っ
て

は
、
金
の
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
世
俗
世
界
は
、
今
ま
で
と
は

違
っ
た
様
相
を
帯
び
て
映
り
出
す
。〈
彼
に
は
、
通
り
過
ぎ
る
人
々
は

一
定
の
目
的
を
持
っ
て
せ
っ
せ
と
活
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

或
者
は
通
り
過
ぎ
る
と
き
「
御
前
は
馬
鹿
だ
よ
」
と
い
う
顔
つ
き
を
す

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。〉

こ
の
場
面
で
健
三
は
「
御
前
は
馬
鹿
だ
よ
」
と
い
う
他
者
の
視
線
を

感
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、

歪
ん
だ
論
理
的
思
考
を
絶
対
化
し
て
き
た
自
分
を
、「
御
前
は
馬
鹿
だ

よ
」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
自
分
の
力
で
勝
ち
取
っ

た
と
考
え
た
「
現
在
」
が
、
歪
ん
だ
も
の
の
考
え
方
を
す
る
人
間
と
し

て
自
分
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
苦
い
思
い
を
噛
み
し
め

て
い
る
健
三
が
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
世
の
中
の
人
間
は
金
を
得
る
た
め
に
ひ
た
す
ら
仕
事

に
精
を
出
す
存
在
な
の
だ
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
健
三
の

孤
立
感
が
あ
る
。
世
俗
世
界
で
生
き
る
た
め
に
は
、
人
は
金
の
た
め
に

働
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
彼
を
襲
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
健

三
は
、
そ
の
後
す
ぐ
に
家
に
帰
っ
て
、「
赤
い
印
気
を
汚
な
い
半
紙
へ

な
す
く
り
始
め
た｣

（
生
活
の
た
め
の
仕
事
で
あ
る
答
案
の
採
点
に
取

り
か
か
っ
た
）
の
で
あ
る
。

「
御
前
は
馬
鹿
だ
よ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
右
に
見
た
よ
う
な
、
健
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三
自
身
の
自
我
主
義
に
基
づ
く
論
理
的
思
考
の
歪
み
の
認
識
と
、
世
俗

に
お
け
る
孤
立
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

５

「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
は
ま
だ
健
三
の
目

に
は
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
健
三
は
そ
の
「
真
に
偉
大
な
も
の
」
に

導
か
れ
て
、
自
分
の
天
職
で
あ
る
文
学
的
創
作
に
目
覚
め
て
い
く
。
以

下
百
一
回
で
語
り
手
が
描
く
、
そ
の
有
様
を
見
て
い
き
た
い
。

歳
が
改
た
ま
つ
た
時
、
健
三
は
一
夜
の
う
ち
に
変
つ
た
世
間
の

外
観
を
、
気
の
な
さ
さ
う
な
顔
を
し
て
眺
め
た
。
／
「
す
べ
て
余

計
な
事
だ
。
人
間
の
小
刀
細
工
だ
。」
／
（
中
略
）
彼
は
普
通
の

服な

装り

を
し
て
ぶ
ら
り
と
表
へ
出
た
。
成
る
べ
く
新
年
の
空
気
の
通

は
な
い
方
へ
足
を
向
け
た
。

こ
の
場
面
で
の
「
人
間
の
小
刀
細
工
」
と
い
う
健
三
の
言
葉
の
背
景

に
は
、
そ
の
反
対
の
言
葉
、「
巧
匠
跡
を
留
め
ず｣

（『
碧
巌
録』

八
十

八
則
の
垂
示
・
下
語
）
と
い
っ
た
禅
語
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
巧
匠
」

と
は
、
森
羅
万
象
の
動
き
や
人
間
の
運
命
を
司
る
力
す
な
わ
ち
東
洋
哲

学
で
い
う
「
自
然
」
の
こ
と
で
あ
る
。

健
三
の
眼
に
は
、「
冬
木
立
と
荒あ

れ

た
畠
、
藁
葺
屋
根
と
細
い
流
」
が

ぼ
ん
や
り
と
入
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
健
三
の
行
動
を
次
の
よ
う
に
描

い
て
い
る
。

「
幸
ひ
天
気
は
穏
か
で
あ
つ
た
。
空
風

か
ら
か
ぜ

の
吹
き
捲ま
く

ら

な
い
野の

面づ
ら

に
は
春
に
似
た
靄も
や

が
遠
く
懸
つ
て
ゐ
た
。
其
間
か
ら
落
ち
る

薄
い
日
影
も
お
つ
と
り
と
彼
の
身
体
を
包
ん
だ
。｣

「
可
憐
な
自
然
」
の

な
か
に
「
彼
は
人
も
な
く
路
も
な
い
所
へ
わ
ざ

く
迷
い
込
ん
だ
。
さ

う
し
て
融
け
か
ゝ
つ
た
霜
で
泥
だ
ら
け
に
な
つ
た
靴
の
重
い
の
に
気
が

付
い
て
、
し
ば
ら
く
足
を
動
か
さ
ず
に
ゐ
た
。」

語
り
手
は
何
故
自
然
の
中
に
「
わ
ざ

く
迷
い
込
」
ん
で
じ
っ
と
し

て
い
る
健
三
の
姿
を
描
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
穏
や

か
な
自
然
に
包
ま
れ
て
い
る
健
三
が
、
こ
と
さ
ら
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
り
手
が
こ
こ
で
描
い
て
い
る
こ

と
は
、
そ
の
と
き
彼
の
外
側
に
あ
る
「
自
然
」
に
よ
っ
て
彼
自
身
の
内

側
の
「
自
然｣

（
＝
健
三
の
意
識
の
奥
底
に
あ
る
人
間
と
し
て
の
根
源
）

が
包
ま
れ
、
外
側
の
自
然
が
彼
自
身
の
内
側
の
「
自
然｣

（
内
的
欲
求

＝
文
学
的
創
作
に
よ
っ
て
本
当
の
自
分
を
表
現
し
た
い
と
い
う
欲
求
の

自
覚
）
を
押
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
は
、
健
三
が

家
に
帰
る
途
中
で
「
島
田
に
遣
る
べ
き
金
の
事
を
考
へ
て
、
不
図
何
か

書
い
て
見
や
う
と
い
ふ
気
を
起
し
た
」
と
描
い
て
い
る
。
語
り
手
は

「
巧
匠｣

（
自
然
）
の
導
き
に
よ
っ
て
、
文
学
的
創
作
に
開
眼
し
て
い

く
健
三
の
姿
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
健
三
に
は
ま
だ
こ
の

自
覚
は
な
い
。
こ
の
「
自
然
」
に
導
か
れ
て
、
健
三
は
や
が
て
（
作
者

漱
石
と
を
重
ね
合
わ
す
な
ら
ば
）
論
理
に
よ
る
学
問
的
追
究
生
活
か
ら

離
れ
て
、
文
学
創
作
へ
と
転
身
し
て
、
や
が
て
「
金
の
力
で
支
配
出
来

な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
を
つ
か
み
取
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

が
「
巧
匠
跡
を
留
め
ず
」
の
内
容
で
あ
る
。
作
者
は
暗
に
こ
の
よ
う
な

自
然
と
健
三
と
の
関
係
を
そ
れ
と
な
く
書
き
込
ん
で
い
る
。

答
案
の
採
点
が
漸
く
済
ん
だ
健
三
は
新
学
期
が
始
ま
る
ま
で
の
十
日

間
を
利
用
し
て
文
学
の
創
作
に
没
頭
し
た
。
健
三
の
文
学
創
作
営
為
は

次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
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彼
は
、
猛
烈
に
働
ら
い
た
。
①
恰

あ
た
か

も
自
分
で
自
分
の
身
体

か
ら
だ

に
反

抗
で
も
す
る
や
う
に
、
恰
も
わ
が
衛
生
を
虐
待
す
る
や
う
に
、
又

己
れ
の
病
気
に
敵
討
で
も
し
た
い
や
う
に
。
②
彼
は
血
に
餓
え
た
。

し
か
も
他ひ

と

を
屠ほ

ふ

る
事
が
出
来
な
い
の
で
已や

む

を
得
ず
自
分
の
血
を
啜

つ
て
満
足
し
た
。
／
予
定
の
枚
数
を
書
き
了
へ
た
時
、
彼
は
筆
を

投
げ
て
畳
の
上
に
倒
れ
た
。
／
「
あ
ゝ
、
あ
ゝ
」
／
③
彼
は
獣

け
だ
も
のと

同
じ
や
う
な
声
を
揚
げ
た
。

右
の
描
写
の
表
現
は
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
傍
線
部
①
②
③
は
次
の

よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。

①
「
恰
も
自
分
で
自
分
の
身
体

か
ら
だ

に
反
抗
で
も
す
る
や
う
に
」

健

三
に
と
っ
て
文
学
的
創
作
は
生
（
身
体
）
に
執
着
す
る
我
の
意
識
と
、

そ
の
深
層
に
あ
る
人
間
と
し
て
の
根
源
的
意
識
（
人
類
性
＝｢

自
然
」

性
）
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
自
己
解
剖
に
よ
っ
て
、

世
俗
を
支
配
す
る
金
の
力
と
内
な
る
人
間
（
＝
人
類
性
）
と
の
闘
い
を

描
き
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

②
「
血
に
飢
え｣

、｢

自
分
の
血
を
啜
つ
て
満
足
し
た｣
。

禅
語

「
人
を
殺
す
」
は
人
に
悟
り
を
得
さ
せ
る
こ
と
、「
流
血
」
は
世
俗
意

識
を
払
拭
す
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。
こ
の
場
面
で
の＜

血
を
啜

る＞

と
は
、
こ
れ
ら
の
禅
語
を
背
景
と
し
て
、
自
分
自
身
の
内
面
を
解

剖
し
て
、
そ
の
世
俗
的
要
素
を
摘
出
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
（
注
�
）。

③
「
獣
け
だ
も
のと

同
じ
や
う
な
声
を
揚あ

げ
た
」

『
道
草』

で
は
「
野
性
」

と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
。『
道
草』

で
い
う
「
野
性
」

と
は
、
世
間
知
や
教
養
の
影
響
を
受
け
な
い
、
人
間
の
根
源
的
要
素
を

意
味
す
る
。
こ
の
場
面
で
の
「
獣
」
は
「
野
生
」
と
同
意
で
、「
獸
と

同
じ
や
う
な
声
を
揚
げ
た
」
と
は
金
が
支
配
す
る
我
（
世
俗
意
識
）
と

戦
う
人
間
と
し
て
の
根
源
的
意
識
（
＝｢

内
な
る
人
間
」
＝
人
間
性
）

を
作
品
の
中
で
表
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
面
で
語
り
手
は
、
健
三
が
自
然
（｢

金
の
力
で
支
配
出
来
な

い
真
に
偉
大
な
も
の｣

）
の
導
き
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
意
識
の
分

析
を
通
し
て
、
金
の
支
配
す
る
世
俗
世
界
と
人
間
の
根
源
性
と
の
関
係

を
追
究
す
る
と
い
う
文
学
的
創
作
へ
と
転
身
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
掴

ん
だ
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
健
三
は
ま
だ
気
づ
い

て
い
な
い

（
注
�
）６

次
に
語
り
手
に
は
み
え
て
い
る
が
し
か
し
健
三
に
は
ま
だ
見
え
て
い

な
い
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
の
描
写
を
み
て

お
き
た
い
。

百
二
回
で
、
島
田
か
ら
受
け
取
っ
た
百
円
の
受
領
書
と
強
請
ゆ
す
り

に
使
わ

れ
た
か
つ
て
健
三
が
実
家
に
引
き
取
ら
れ
た
と
き
に
島
田
に
渡
し
た
証

文
を
前
に
し
て
、
健
三
と
細
君
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
交
わ
す
。

「
安
心
す
る
か
ね
」
／
「
え
ゝ
安
心
よ
。
す
つ
か
り
片
付
い
ち

や
つ
た
ん
で
す
も
の｣

（
中
略)

「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の

は
殆
ん
ど
あ
り
や
し
な
い
。
一
遍
起
つ
た
事
は
何
時
迄
も
続
く
の

さ
。
た
ゞ
色
々
な
形
に
変
る
か
ら
他ひ
と

に
も
自
分
に
も
解
ら
な
く
な

る
丈
の
事
さ
」
／
健
三
の
口
調
は
吐
き
出
す
様
に
苦
々
し
か
つ
た
。

細
君
は
黙
つ
て
赤
ん
坊
を
抱
き
上
げ
た
。
／
「
お
ゝ
好い

い
子
だ
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く
。
御
父
さ
ま
の
仰
お
つ
し
や
る
事
は
何
だ
か
ち
つ
と
も
分わ
か

り
や
し
な

い
わ
ね
」
／
細
君
は
斯か

う
云
ひ
云
ひ
、
幾
度
か
赤
い
頬
に
接
吻
し

た
。

右
の
健
三
の
言
葉
「
一
遍
起
つ
た
事
は
何
時
迄
も
続
く
の
さ
」
の
具

体
的
内
容
は
、
健
三
の
生
の
出
発
点
で
あ
る
過
去
の
出
来
事
は
「
片
付

く
」
こ
と
は
な
く
、
島
田
へ
の
嫌
悪
感
と
彼
に
世
話
に
な
っ
た
と
い
う

感
情
も
ま
た
、
健
三
の
内
部
で
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
健
三
の
口
調
は
吐
き
出
す
様
に
苦
々
し
か
つ
た
」
と
い
う
描
写
に
は
、

人
間
は
自
分
の
過
去
と
繋
が
っ
て
い
る
人
間
関
係
や
そ
の
記
憶
は
世
俗

的
な
法
律
的
文
言
や
金
の
力
で
は
消
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
健
三

の
苦
い
認
識
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
場
面
の
細
君
は
、
赤
ん
坊
へ
の
無
私
の
愛
情
の
中
に
身

を
置
い
て
お
り
、
健
三
の
生
へ
の
苦
渋
に
満
ち
た
世
界
と
は
別
次
元
に

い
る
。
細
君
の
言
葉
「
お
お
好い

い
子
だ

く
。
御
父
さ
ま
の
仰
お
つ
し

や
る
事

は
何
だ
か
ち
つ
と
も
分わ
か

り
や
し
な
い
わ
ね
」
に
は
、
健
三
の
苦
渋
に
満

ち
た
言
葉
と
の
対
比
の
う
ち
に
、
次
の
よ
う
な
意
味
を
語
り
手
は
込
め

て
い
る
。

健
三
は
人
間
の
生
を
苦
し
み
と
し
て
し
か
認
識
し
て
い

な
い
が
、
細
君
は
赤
ん
坊
へ
の
無
私
の
愛
に
生
き
る
喜
び
を
感
じ
て
い

る
。
細
君
は
今
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
に
包

ま
れ
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
健
三
は
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い

（
注
�
）

。

こ
の
場
面
で
語
り
手
は
、｢

金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大

な
も
の｣

の
内
実
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

７

『
道
草』

の
語
り
手
と
は
、
生
死
の
意
識
と
繋
が
る
我
（
個
別
性
）

へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら
抜
け
出
し
、
普
遍
性
（
人
類
性
＝
全
体
性
）
と
の

関
係
の
な
か
で
、
主
人
公
の
我
（
個
別
性
）
の
意
識
を
客
体
化
し
て
描

き
出
す
視
点
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、「
自
然
」
と
融
合
し
た
意
識

（
禅
的
境
地
）
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う

（
注
�
）
。

こ
こ
で
は
九
十
一
回
の
語
り
手
の
視
線
を
通
し
て
、『
道
草』

に
顕

現
し
て
い
る
「
真
に
偉
大
な
も
の｣

（
＝｢

自
然｣

）
の
視
線
の
内
実
の

一
端
を
見
て
お
き
た
い
。

九
十
一
回
の
語
り
手
は
、
健
三
の
思
い
出
し
た
く
な
い
、
実
父
と
養

父
の
自
分
に
対
す
る
酷
薄
な
態
度
の
回
想
を
描
き
出
し
た
後
、
健
三
の

現
在
の
意
識
の
描
写
に
戻
り
、「
然
し
今
の
自
分
は
何
う
し
て
出
来
上

つ
た
の
だ
ら
う
」
と
「
不
思
議
で
な
ら
な
か
つ
た
」
と
す
る
健
三
の
気

持
ち
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
時
健
三
は
自
分
の
生
を
導
い
て
い
る
何
か

を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
健
三
は
そ
の
存
在
を
掴
む
こ
と
が
出
来
な
い
。

こ
の
場
面
で
語
り
手
は
そ
れ
が
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉

大
な
も
の｣

（
＝｢

自
然｣

）
で
あ
り
、
そ
の
自
然
の
力
に
二
つ
の
側
面

が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
つ
は
健
三
の
現
在
を
創
り
出
し
て

い
る
が
、
し
か
し
健
三
に
は
気
づ
か
な
い
側
面
。
も
う
一
つ
は
「
自
然
」

に
導
か
れ
て
健
三
が
創
り
出
し
た
も
の
を
、
健
三
が
自
分
の
力
に
よ
っ

て
創
り
出
し
た
と
考
え
て
い
る
側
面
で
あ
る
。（
語
り
手
に
よ
れ
ば
、

健
三
は
「
自
然
」
に
導
か
れ
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ

の
こ
と
に
気
づ
か
な
い

（
注
�
）

。）
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語
り
手
は
健
三
の
意
識
に
映
る
、
健
三
の
気
づ
か
な
い

｢

自
然｣

の

創
り
出
し
た
側
面
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

其
不
思
議
の
う
ち
に
は
、
①
自
分
の
周
囲
と
能
く
闘
ひ
終
せ
た

も
の
だ
と
い
ふ
誇
り
も
大
分
交ま
じ

つ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
②
ま
だ
出

来
上
ら
な
い
も
の
を
、
既
に
出
来
上
が
つ
た
や
う
に
見
る
得
意
も

無
論
含
ま
れ
て
ゐ
た
。
／
彼
は
過
去
と
現
在
と
の
対
照
を
見
た
。

③
過
去
が
何ど

う
し
て
此
現
在
に
発
展
し
て
来
た
か
を
疑
が
つ
た
。

し
か
も
④
其
現
在
の
た
め
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
自
分
に
は
丸ま
る

で
気
が

付つ

か
な
か
つ
た

右
の
描
写
に
お
い
て
語
り
手
は
健
三
の
意
識
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、

健
三
の
感
じ
る
「
不
思
議
」
と
い
う
思
い
の
内
実
を
批
判
的
ア
ク
セ
ン

ト
を
付
し
て
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
批
判
的
ア
ク
セ
ン
ト

を
通
し
て
、
語
り
手
が
浮
彫
り
に
し
て
い
る
「
不
思
議
」
と
い
う
健
三

の
思
い
の
内
実
（
自
然
の
創
り
出
し
た
側
面
）
を
考
え
て
み
た
い
。

①
「
自
分
の
周
囲
と
能
く
闘
ひ
終
せ
た
も
の
だ
と
い
ふ
誇
り
も
大
分

交
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
言
葉
に
内
包
す
る
批
判
的
ア
ク
セ
ン
ト
の
内
実

を
取
り
出
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

健
三
は
自

分
の
周
囲
と
の
闘
い
に
よ
っ
て
、
自
分
の
現
在
を
勝
ち
取
っ
た
と
い
う

自
負
を
持
っ
て
い
る
。
健
三
に
は
、
現
在
を
作
り
上
げ
て
い
る
二
つ
の

側
面
の
う
ち
一
面
し
か
意
識
で
き
な
い
。
島
田
夫
婦
や
実
父
は
健
三
に

何
時
も
「
酷
薄
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
養
父
母
は
幼
児
で
あ
っ

た
健
三
を
彼
ら
な
り
に
可
愛
が
り
も
し
、
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
だ
。

実
父
は
健
三
の
将
来
を
気
遣
い
、
養
育
料
を
島
田
に
払
っ
て
健
三
の
籍

を
実
家
に
戻
す
た
め
に
努
力
し
、
健
三
の
将
来
の
た
め
に
そ
の
証
文
も

残
し
て
く
れ
た
。
学
校
に
や
っ
て
く
れ
た
の
も
実
父
で
は
な
い
か
。
姉

夫
婦
の
世
話
も
受
け
た
。
こ
う
し
た
周
り
の
人
た
ち
の
御
蔭
で
健
三
の

現
在
が
あ
る
の
だ
。
し
か
し
今
の
健
三
に
は
そ
れ
ら
の
こ
と
が
意
識
さ

れ
な
い
。

②
（｢

ま
だ
出
来
上
が
ら
な
い
も
の
を
、
既
に
出
来
上
が
つ
た
や
う

に
見
る
得
意｣

）
に
は
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
。

今
の
健
三
は
五
十
七
回
で
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
に
、「
金
持
に
な

る
か
、
偉
く
な
る
か
、
二
つ
の
う
ち
何
方
ど
つ
ち

か
に
中
途
半
端
な
自
分
を
片

付
け
た
く
な
つ
た
」
が
、「
何
う
し
て
好い

い
か
解
ら
」
ず
に
「
し
き
り

に
焦じ

れ
」
て
い
る
存
在
で
は
な
い
か
。
ま
た
彼
の
願
望
は
「
金
の
力
で

支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
の
境
地
を
得
る
こ
と
に
あ
る
が
、

今
の
健
三
は
そ
の
努
力
も
し
て
い
な
い
。
彼
は
ま
だ
人
間
と
し
て
不
十

分
な
の
だ
。

③
（｢

過
去
が
何
う
し
て
此
現
在
に
発
展
し
て
来
た
か
を
疑
が
つ
た｣

）

に
は
次
の
よ
う
な
語
り
手
の
健
三
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
存
在
し
て
い

る
。

健
三
は
自
分
の
現
在
を
、
あ
た
か
も
自
分
の
力
で
勝
ち
取
っ

た
よ
う
な
気
が
し
て
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
流
れ
を
振
り
返
っ
て
い

る
。
し
か
し
彼
が
ぼ
ん
や
り
と
感
じ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
の
健
三

の
意
識
に
上
っ
て
い
な
い
様
々
な
要
因
（
健
三
が
意
識
し
て
い
な
い
側

面
）
も
ま
た
現
在
の
健
三
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の

要
因
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
「
何
か｣

（
彼
の
外
に
あ
っ
て
、
彼
を
導

い
て
い
る
力
、
す
な
わ
ち
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も

の｣

）
に
よ
っ
て
彼
は
動
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
健
三
は
ぼ
ん
や
り
と

感
じ
て
い
る
そ
の
存
在
を
悟
る
べ
き
な
の
だ
。

大阪経大論集 第63巻第３号 65( 12 )



④
（｢

其
現
在
の
た
め
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
自
分
に
は
丸ま
る

で
気
が
付つ

か

な
か
つ
た｣

）
に
は
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
。

健
三
の
過
去
か
ら
現
在
を
つ
く
り
出
し
た
諸
要
因
は
、
現
在
の
健
三
に

と
っ
て
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
二
面
性
を
持
つ
。
し
か
し
現
在
の
健
三

に
は
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

右
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
健
三
の
現
在
の
意
識
に
批
判
的
ア
ク
セ
ン

ト
を
付
し
た
上
で
、
さ
ら
に
健
三
の
「
現
在
」
の
プ
ラ
ス
面
を
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
く
。

彼
と
島
田
と
の
関
係
が
破
裂
し
た
の
は
、
此
現
在
の
御
蔭
で
あ

つ
た
。
彼
が
御
常
を
忌
む
の
も
、
姉
や
兄
と
同
化
し
得
な
い
の
も

此
現
在
の
御
蔭
で
あ
つ
た
。
細
君
の
父
と
段
々
離
れ
て
行
く
の
も

亦ま
た

此
現
在
の
御
蔭
に
違
な
か
つ
た
。

右
の
傍
線
部
を
付
し
た
「
現
在
の
御
蔭
」
と
は
、
健
三
が
学
校
や
図

書
館
で
の
「
牢
獄
」
生
活
を
送
っ
た
結
果
と
し
て
勝
ち
取
っ
た
外
国
留

学
や
現
在
の
社
会
的
地
位
（
大
学
に
籍
を
置
く
学
者)
、
そ
れ
に
伴
う

彼
の
学
ん
だ
西
欧
の
新
し
い
価
値
や
彼
の
掴
ん
だ
「
個
人
主
義
」
と
い

う
信
念
を
含
ん
で
い
る
。
語
り
手
は
「
現
在
の
御
蔭
」
と
い
う
言
葉
に

よ
っ
て
彼
の
勝
ち
取
っ
た
（
と
感
じ
て
い
る)

「
現
在
」
が
過
去
の
し

が
ら
み
を
断
ち
切
り
自
分
の
価
値
観
に
従
っ
て
生
き
る
力
と
し
て
機
能

し
て
い
る
こ
と
に
、
肯
定
的
な
光
を
当
て
て
い
る
。
も
し
健
三
に
今
の

「
現
在
」
が
な
け
れ
ば
、
彼
は
血
族
関
係
や
縁
者
の
な
か
で
、
自
分
の

意
思
を
貫
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
を
、
健
三
だ
け
で
な

く
語
り
手
も
意
識
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
語
り
手
は
そ
の
「
現
在
」
の
も
た
ら
す
マ
イ
ナ
ス
面
を
も
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
方
か
ら
見
る
と
、
他ひ

と

と
反そ
り

が
合
は
な
く
な
る
や
う
に
、
現
在

の
自
分
を
作
り
上
げ
た
彼
は
気
の
毒
な
も
の
で
あ
つ
た
。

こ
こ
で
語
り
手
は
、
健
三
の
「
現
在
」
が
否
定
的
に
作
用
し
て
い
る

側
面
を
指
摘
し
て
い
る
。
健
三
は
、
親
類
縁
者
と
は
良
好
な
関
係
を
保

つ
べ
き
だ
と
自
覚
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
健
三
は
「
現
在
の

御
蔭
」
で
、
自
己
に
固
執
出
来
、
彼
ら
を
批
判
・
軽
蔑
す
る
こ
と
も
出

来
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
か
ら
は
一
目
置
か
れ
、
偏
屈
な
人
間
と
し
て
遠

ざ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
健
三
は
彼
ら
と
心
か
ら
打
ち
解
け
る
こ

と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
。

語
り
手
は
、
健
三
が
得
よ
う
と
し
て
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
境
地
を

す
で
に
得
た
存
在
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
そ
の
境
地
か
ら
、
こ
の
時
の

健
三
の
「
現
在
」
の
二
面
性
を
描
き
出
し
て
い
る
。
九
十
一
回
に
描
か

れ
た
語
り
手
の
立
つ
「
真
に
偉
大
な
も
の
」
の
内
実
を
、
要
約
し
て
示

せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
語
り
手
の
立
つ
「
真
に
偉
大
な
も
の
」
の

内
実
と
は
、
健
三
の
現
在
を
創
り
出
し
て
い
る
「
大
き
な
自
然｣

（
宇

宙
の
根
源
に
あ
っ
て
森
羅
万
象
の
生
成
を
司
っ
て
い
る
力
＝
健
三
の
意

識
の
外
に
あ
っ
て
彼
の
生
を
導
い
て
い
る
も
の
）
と
「
小
さ
な
自
然｣

（
健
三
の
個
の
意
識
の
根
源
に
あ
る
人
間
性
＝｢

大
き
な
自
然
」
と
繋

が
っ
て
い
る
要
素
）
と
の
関
係
を
意
識
で
き
る
視
線
で
あ
り
、
別
言
す

れ
ば
、
金
の
力
が
支
配
で
き
る
我
（
個
別
性
）
に
縛
ら
れ
て
い
る
具
体

的
生
を
持
つ
存
在
で
あ
る
健
三
の
意
識
の
あ
り
よ
う
を
、｢

金
の
力
で

は
支
配
出
来
な
い｣

人
類
性
（
＝
自
然
）
と
の
関
係
で
浮
き
彫
り
に
す

る
視
線
な
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

健
三
の
現
在
は
過
去
か
ら
の
延
長
で
あ
り
、
彼
の
未
来
は
そ
の
延
長

線
上
に
伸
び
て
い
く
。
こ
の
健
三
の
生
の
軌
跡
を
創
り
出
し
て
い
る
も

の
と
は
、
健
三
が
捉
ま
え
よ
う
と
し
な
が
ら
、
ま
だ
捉
ま
え
る
こ
と
の

出
来
な
い
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の｣

（
＝
自
然
）

の
導
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
健
三
の
生
の
軌
跡
は
、
そ
の
「
真
に

偉
大
な
も
の
」
が
視
野
に
入
っ
て
い
る
語
り
手
の
視
線
を
通
し
て
描
か

れ
て
い
た
。
こ
の
生
の
軌
跡
は
『
道
草』

を
貫
い
て
い
る
赤
い
糸
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
健
三
の
生
の
軌
跡
は
『
道
草』

の
後
景
と
し
て
描
き

込
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
『
道
草』

で
は
そ
の
前
景
で
描

い
て
い
る
、
金
が
支
配
す
る
日
常
世
界
の
中
に
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
健
三

の
我
の
苦
し
み
に
、
焦
点
を
当
て
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
『
道
草』

の

構
造
は
、『
道
草』

の
テ
ー
マ
が
、
現
実
世
界
に
お
け
る
金
の
力
と
人

間
の
我
（
生
）
と
の
関
係
に
あ
り
、
健
三
の
生
の
軌
跡
は
そ
の
関
係
を

浮
き
立
た
せ
る
為
の
背
景
（
内
的
枠
組
み
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

注（
�
）
芳
川
泰
久
『
漱
石
論

鏡
あ
る
い
は
夢
の
書
法』

（
河
出
書
房

新
社
、
一
九
九
四
年
五
月
）
で
は
「
其
奴
」
を
フ
ロ
イ
ト
の
い
う

「
エ
ス
」
と
す
る
。
聴
く
べ
き
説
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
漱

石
は
連
想
と
い
う
手
法
で
、
そ
の
衝
動
と
な
っ
て
い
る
外
的
要
因
を

描
い
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
�
）
こ
の
時
期
の
漱
石
の
言
動
の
わ
か
り
に
く
さ
に
つ
い
て
は
諸
説
が

あ
る
（
玉
井
敬
之
「
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註｣

、『
夏
目
漱
石
論』

桜
楓
社
、
昭
和
五
十
一
年
十
月)

。
し
か
し
、『
道
草』

の
内
容
か
ら

推
測
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
漱
石
の
漂
泊
や
苦
悩
の
問
題
は
、
漱
石

が
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
最
終
決
断
、

教
師
と
し
て
の
道
を
進
む
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
自
分
が
大
切
だ
と
感

じ
る
禅
的
境
地
（｢

安
心
立
命｣

）
を
得
る
道
を
進
む
べ
き
か
と
い
う
、

彼
の
生
き
方
の
選
択
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
�)

『
碧
巌
録』

第
三
十
一
則
に
「
人
を
殺
さ
ん
に
は
須
ら
く
血
を
見

る
べ
し｣

。『
槐
安
国
語』

巻
五
頌
古
評
唱
第
十
則
「
古
仏
露
柱
」
本

則
評
唱
に
「
就
中
、
最
も
苦
し
き
は
、
洞
山
三
頓
の
棒
、
江
湖
参
玄

の
衲
子
を
打た

殺さ
つ

し
て
流
血
、
裳

も
す
そ
を
か
か
げ
て
渉
る
べ
し
」
な
ど
の
用

例
が
あ
る
。）

（
�
）
語
り
手
は
こ
の
場
面
で
、
意
識
的
に
わ
か
り
に
く
い
表
現
を
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
で
は
、
健
三
の
日
常
世
界
に
お
け
る
金

に
よ
る
苦
し
み
を
描
き
出
す
事
に
焦
点
が
あ
り
、
作
者
の
生
の
軌
跡

（｢

文
学
論
」
の
完
成
を
放
棄
し
て
、
創
作
に
転
向
し
た
こ
と
）
や

禅
的
世
界
が
、
作
品
の
な
か
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
で
あ
る
。『
道
草』

で
の
禅
的
要
素
は
金
の
力
に
よ
っ
て
苦

し
む
健
三
の
我
を
描
き
出
す
た
め
の
枠
組
と
い
え
る
。

（
�
）
こ
の
描
写
の
背
景
に
は
『
碧
巌
録』

第
四
十
三
則
「
洞
山
無
寒
暑
」

な
ど
が
、
念
頭
に
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
場
面
は
、
重
松
康
雄

（｢

自
然
と
い
う
名
の
〈
相
対
）
と
〈
絶
対
�」『

漱
石

そ
の
新
た

な
る
地
平』

(

お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
年
五
月)

六
九
ペ
ー
ジ)

で

「
い
わ
ば
「
愛
情
そ
の
も
の
ゝ
発
現｣

の
生
き
絵
を
目
前
に
し
て
、

次
第
に
一
つ
の
啓
示
を
受
け
て
い
っ
た
に
相
違
な
い
。」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

（
�
）
禅
的
境
地
の
「
無
」
を
人
類
性
か
ら
距
離
が
あ
る
と
す
る
視
点
か

ら
す
る
な
ら
ば
、『
道
草』

の
語
り
手
の
視
点
は
や
や
禅
的
境
地
と

は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
道
草』

の
語
り
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手
の
悟
り
の
立
場
は
人
類
性
が
そ
の
根
幹
に
あ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が

あ
る
。
亀
山
佳
明
は
、『
明
暗』

と
の
関
係
で
、
こ
の
漱
石
の
宗
教

的
心
境
を

｢

超
個
人｣

と
呼
び
、「
個
人
は
自
然
の
内
に
溶
解
し
て

い
な
が
ら
、
し
か
し
当
の
自
己
そ
の
も
の
は
完
全
に
喪
失
さ
れ
て
は

い
な
い
。
つ
ま
り
自
己
は
自
己
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
を
超
え
て
し

ま
っ
た
状
態
」
と
す
る
。（『

夏
目
漱
石
と
個
人
主
義』

新
曜
社
、
二

〇
〇
八
年
二
月
、
二
四
三
頁
）
卓
見
で
あ
る
。

（
�
）
自
然
に
二
側
面
あ
る
こ
と
は
『
明
暗』

百
十
一
回
で
の
語
り
手
の

自
然
に
対
す
る
分
析
的
描
写
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
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