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『
破
戒
』
の
主
人
公
、

丑
松
の
人
間
像
の
構
成

　
『
破
戒
』
は
、
日
本
近
代
文
学
の
画
期
的
作
品
と
い
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
に
、
作
晶
に
関
す
る
研
究
は
驚
く
ほ
ど
数
多
く
あ

り
、
い
ま
に
な
っ
て
再
論
議
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
今
回
あ
え
て
「
『
破
戒
』
論
」
と
で
も
い

う
も
の
を
書
こ
う
と
し
た
の
は
、
一
留
学
生
の
立
場
か
ら
日
本
の

近
代
文
学
を
理
解
し
よ
う
と
の
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
破
戒
』
は
被
差
別
部
落
民
出
身
の
知
識
青
年
の
悩
み
を
描
い

た
作
晶
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
か
つ
て
平
野
謙
氏
は
そ
の

論
文
「
『
破
戒
』
論
」
（
『
学
芸
』
昭
和
十
三
年
十
一
月
号
）
に
於

い
て
、
藤
村
自
身
に
あ
っ
た
「
憂
勃
と
し
た
精
神
」
と
部
落
民
出

身
の
知
的
青
年
の
苦
悩
と
が
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
、
丑
松
と
い

趨

肝

う
人
物
が
生
れ
た
と
指
摘
し
た
う
え
、
「
そ
の
人
間
典
型
を
中
心

に
し
て
…
…
第
一
に
は
特
殊
な
人
間
群
に
対
す
る
社
会
的
偏
見
を

一
個
『
新
し
い
悲
劇
』
に
ま
で
浮
ぴ
あ
が
ら
せ
る
と
同
時
に
、
第

二
に
西
欧
近
代
文
学
の
主
潮
と
思
わ
れ
た
『
新
し
き
個
人
』
の
知

性
と
感
性
と
の
相
剋
、
そ
の
『
自
意
識
』
上
の
葛
藤
を
そ
こ
に
絡

み
あ
わ
せ
る
こ
と
、
こ
の
ふ
た
つ
の
契
機
を
統
合
し
た
と
こ
ろ
に

『
破
戒
』
は
産
ま
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
平
野

氏
の
見
解
は
『
破
戒
』
評
論
史
上
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
多
く
の

論
評
が
そ
れ
を
援
用
し
、
そ
の
観
点
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ

で
改
め
て
そ
れ
に
関
し
て
何
か
を
言
お
う
と
の
つ
も
り
は
な
い
が
、

こ
の
「
『
破
戒
』
論
」
か
ら
私
が
何
よ
り
も
感
銘
を
受
け
た
の
は
、

作
者
と
人
物
と
の
内
的
結
ぴ
つ
き
を
認
め
な
が
ら
も
、
一
部
の
評

者
の
よ
う
に
安
易
に
丑
松
の
悩
み
を
単
な
る
藤
村
の
そ
れ
で
あ
る
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と
規
定
し
、
し
た
が
っ
て
『
破
戒
』
の
自
伝
的
傾
向
を
過
大
評
価

し
よ
う
と
の
立
場
を
取
ら
ず
、
人
物
の
典
型
性
と
作
品
の
普
遍
的

意
義
を
強
く
主
張
す
る
、
と
い
う
平
野
氏
の
姿
勢
で
あ
る
。
も
っ

と
も
部
落
民
蔑
視
問
題
は
、
近
代
日
本
が
成
立
つ
過
程
中
に
な
お

温
存
さ
れ
て
い
た
因
習
の
一
つ
で
あ
り
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
そ

れ
に
対
す
る
反
抗
や
批
判
が
次
第
に
激
し
い
も
の
と
な
っ
た
の
も
、

近
代
民
主
々
義
の
目
ざ
め
に
よ
っ
て
差
別
の
非
合
理
性
が
人
々
に

認
知
さ
れ
始
め
る
よ
う
に
な
づ
た
か
ら
で
あ
る
。
藤
村
が
差
別
問

題
を
『
破
戒
』
に
取
り
上
げ
た
本
当
の
意
図
が
何
で
あ
ろ
う
か
、

ま
た
丑
松
の
差
別
に
対
す
る
批
判
的
精
神
が
ど
こ
ま
で
表
わ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
後
に
述
べ
る
）
に
か
か
わ

ら
ず
、
結
果
的
に
は
部
落
民
蔑
視
問
題
を
『
破
戒
』
が
人
間
尊
厳
、

人
間
平
等
と
い
う
普
遍
的
立
場
か
ら
基
本
的
に
正
確
に
捉
え
、
そ

の
う
え
で
丑
松
の
悲
し
み
を
描
い
た
点
に
於
い
て
は
、
す
で
に
歴

史
的
、
社
会
的
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
藤
村
が
自
分
自
身
に
秘
め
ら
れ
た
苦
悩
を
丑
松
に
託
し

た
と
い
う
考
え
方
が
多
く
の
論
評
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
考
え
方

か
ら
さ
ら
に
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
『
破
戒
』
が
も
っ
ぱ
ら
藤
村
の

自
我
表
現
の
た
め
に
書
か
れ
、
丑
松
と
い
う
人
物
も
藤
村
個
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

限
っ
て
そ
の
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
判
断
を
示
す
評
者
が
い
る
。

確
か
に
、
丑
松
の
悩
み
は
そ
れ
に
対
す
る
藤
村
の
共
感
な
し
に
あ

り
え
な
い
し
、
『
破
戒
』
発
表
後
の
藤
村
の
自
伝
小
説
へ
の
転
向

と
い
う
こ
と
や
『
春
』
、
『
家
』
な
ど
の
作
品
に
基
づ
い
て
見
る
場

合
、
丑
松
に
藤
村
の
影
が
濃
く
落
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
層
鮮
明

に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
「
時
代
一
般
」
と

い
う
も
の
を
『
破
戒
』
の
本
質
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
の
は
不
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

切
で
あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
藤
村
も
明
治
知
識
人
の
一
人
で

あ
る
。
『
春
』
や
『
家
』
、
又
い
く
つ
か
の
藤
村
評
伝
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
彼
が
人
生
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
時
に
抱
え
つ
づ

け
て
い
た
不
安
と
苦
悩
に
は
、
彼
の
独
特
の
経
歴
が
語
ら
れ
て
い

る
と
同
時
に
、
彼
が
属
し
た
、
明
治
と
い
う
時
代
を
生
き
る
一
つ

の
人
間
群
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
藤
村
の
も
の
に

限
ら
な
い
。
『
浮
雲
』
、
『
舞
姫
』
と
い
っ
た
作
品
に
四
迷
、
鴎
外

一
個
人
の
苦
悩
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
時
代
に
結
ぴ
つ

い
た
近
代
知
識
人
の
人
間
像
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く

論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
し
、
そ
の
人
間
像
を
わ
れ
わ
れ
は
例
え
ば

北
村
透
谷
の
生
涯
に
し
ぼ
っ
て
考
え
る
場
合
、
も
っ
と
も
特
徴
的

な
も
の
1
個
人
の
生
活
の
願
望
、
個
性
の
伸
長
が
歴
史
的
条
件

の
制
約
の
た
め
に
抑
圧
さ
れ
、
つ
ぷ
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
形
さ
れ

る
、
－
そ
う
い
う
も
の
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
『
浮
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雲
』
や
『
舞
姫
』
に
於
い
て
も
、
透
谷
の
よ
う
な
生
涯
を
眺
め
て

も
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
悲
劇
は
藤
村
の
悲
し
い
経
験
と
根
本
的
に

つ
な
が
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
は
丑
松
の
人
問
像
の
成
立
す

る
基
盤
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
丑
松
の
苦
悩
は

『
破
戒
』
が
完
成
す
る
前
の
段
階
で
実
在
し
た
部
落
知
識
青
年
の

そ
れ
で
あ
れ
藤
村
の
そ
れ
で
あ
れ
、
ま
た
は
両
者
の
統
一
体
で
あ

れ
、
そ
れ
は
一
旦
文
学
的
に
創
造
さ
れ
た
以
上
、
す
で
に
誰
と
い

う
特
定
の
人
間
に
属
す
る
も
の
で
な
く
、
時
代
と
環
境
と
、
そ
こ

に
活
動
す
る
あ
る
人
間
群
の
共
通
す
る
も
の
を
示
す
も
の
と
し
て

そ
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
丑
松
の
人
問
像
は
『
破
戒
』
に
於
い
て
ど
う
構
成
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
部
落
民
蔑
視
に
対
し
て
丑
松
は
人
間
の
平
等
と
尊
厳
を
主
張
す

る
。
し
か
し
旧
弊
な
感
情
意
識
や
因
習
が
民
衆
の
間
に
な
お
広
く

根
強
く
温
存
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
は
自
分
の
主
張
が
世
間
に
通

じ
な
い
と
思
っ
て
そ
れ
を
自
分
の
内
面
に
抑
え
込
ん
で
苦
し
む
。

こ
う
い
う
丑
松
と
民
衆
と
の
問
の
ギ
ャ
ツ
プ
は
『
破
戒
』
で
は
教

育
、
知
識
の
有
無
に
根
源
が
あ
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
部

落
民
を
含
む
大
多
数
の
人
は
無
教
育
、
無
智
で
あ
る
た
め
、
人
間

の
平
等
と
尊
厳
が
ど
う
い
う
も
の
か
全
く
知
ら
な
い
。
そ
れ
に
対

し
丑
松
は
教
育
を
受
け
、
新
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
た
・
か
ら
こ
そ
、

差
別
の
非
合
理
性
を
認
知
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
両

側
に
あ
る
も
の
は
互
い
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
理
解

し
よ
う
と
も
せ
ず
、
そ
れ
に
加
え
民
衆
に
対
し
丑
松
の
よ
う
な
者

は
、
こ
く
少
数
で
あ
る
た
め
、
彼
は
目
ざ
め
る
の
に
つ
れ
て
か
え
づ

て
孤
独
な
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
丑
松
の
苦
悩
と
孤
独
は
単
に
民
衆
と
の
認
識
の
格
差
に

だ
け
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
部
落
民
で
あ
る
と
同
時
に
一

小
学
校
教
員
で
も
あ
る
。
彼
が
奉
職
し
て
い
る
飯
山
ハ
学
校
の
校

長
や
郡
視
学
は
、
規
則
や
上
の
命
令
に
絶
対
服
従
の
形
で
教
育
を

行
う
べ
き
と
の
理
念
を
も
ち
、
こ
の
理
念
は
、
小
学
校
だ
け
で
な

く
教
育
界
全
体
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す

で
に
明
治
二
十
年
代
に
憲
法
や
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
来
、
支
配
と
服
従
を
重
ん
じ
、
個
我
を
重
圧
す
る
と
い
う

天
皇
制
国
家
、
明
治
政
府
の
支
配
体
制
が
急
速
に
整
え
ら
れ
て
き

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
校
長
ら
の
人
間
像
は
明
治
政
府
、
国
家
体

制
の
性
格
の
文
学
上
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
言
う
て
よ
か
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
丑
松
が
「
異
分
子
」
と
し
て
排
斥
さ
れ

る
一
方
、
自
分
自
身
も
常
に
束
縛
を
感
じ
て
悩
ん
だ
あ
げ
く
、
と

う
と
う
辞
職
し
て
し
ま
う
（
辞
職
は
単
に
身
分
の
問
題
に
原
因
が
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あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
後
に
述
べ
る
）
と
い
う
の
は
、
個
人
の

精
神
の
自
由
を
大
事
に
し
よ
う
と
す
る
知
識
人
が
強
権
的
国
家
体

制
に
同
調
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
歓
迎
さ
れ

な
か
っ
た
脱
落
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
は
丑
松
と
民
衆
と
の
隔
た
り
が
あ
り
、

他
方
に
於
い
て
は
丑
松
と
校
長
ら
と
の
対
立
が
あ
る
。
こ
う
い
う

構
図
。
か
ら
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
た
い
と
思
う
。
近
代
国
家
が

強
硬
に
打
ち
立
て
よ
う
と
さ
れ
る
過
程
中
に
歪
ん
だ
形
で
形
成
さ

れ
た
国
家
体
制
と
、
急
激
な
社
会
的
変
化
、
意
識
変
革
に
つ
い
て

い
く
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
民
衆
と
の
間
に
於
い
て
、
近
代
的

意
識
に
い
ち
早
く
目
ざ
め
た
知
識
人
が
い
か
に
不
遇
と
孤
独
を
感

じ
て
苦
し
む
の
か
が
、
丑
松
の
人
問
像
に
典
型
化
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
典
型
は
一
つ
の
人
間
群
の
歴
史
的
性
格
、
そ
の
積
極
的
面
と

欠
落
し
た
も
の
を
示
し
た
と
同
時
に
、
時
代
と
環
境
と
の
一
斑
も

掘
ん
で
い
る
の
で
、
そ
こ
に
『
破
戒
』
の
歴
史
的
、
社
会
的
意
義

が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
意
見

を
述
べ
て
見
た
い
。

（
1
）
　
こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
も
の
に
は
、
例
え
ぱ
佐
藤
春
夫
の

　
「
藤
村
の
『
破
戒
』
に
つ
い
て
」
、
和
田
謹
吾
の
「
『
破
戒
』
の
史
的

　
位
置
」
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
　
知
識
人
の
定
義
を
、
本
稿
で
は
文
学
者
、
芸
術
者
、

師
な
ど
主
に
知
的
、
精
神
的
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二

学
者
、
教

『
破
戒
』
第
十
九
章
第
七
節
に
、
極
度
の
悲
し
み
と
絶
望
に
陥

っ
た
丑
松
に
関
し
て
次
の
描
写
が
あ
る
。

　
　
其
時
に
な
つ
て
、
丑
松
は
後
悔
し
た
。
何
故
、
自
分
は
学
問

　
　
し
て
、
正
し
い
こ
と
自
由
な
こ
と
を
慕
ふ
や
う
な
、
其
様
思

　
　
想
を
持
つ
た
の
だ
ら
う
。
同
じ
人
間
だ
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら

　
　
な
か
つ
た
な
ら
、
甘
ん
じ
て
世
の
軽
蔑
を
受
け
て
も
居
ら
れ

　
　
た
ら
う
も
の
を
。
何
故
、
自
分
は
人
ら
し
い
も
の
に
斯
の
世

　
　
の
中
へ
生
れ
て
来
た
の
だ
ら
う
。
野
山
を
駆
け
歩
く
獣
の
仲

　
　
間
で
で
も
あ
つ
た
な
ら
、
一
生
何
の
苦
痛
も
知
ら
ず
に
過
さ

　
　
れ
た
ら
う
も
の
を
。

正
し
い
こ
と
自
由
な
こ
と
を
慕
う
思
想
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
「
同
じ
人
問
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
ら
ぱ
か
り
其
様
に
軽
蔑

さ
れ
る
道
理
が
な
い
」
（
一
章
一
節
）
、
「
自
分
だ
つ
て
他
と
同
じ

や
う
な
生
き
て
居
る
権
利
が
あ
る
」
（
三
章
六
節
）
と
の
認
識
で

あ
る
。
し
か
し
も
し
学
問
を
し
な
か
っ
た
ら
、
丑
松
が
「
人
ら
し
．

い
も
の
」
と
し
て
生
き
て
い
く
欲
望
も
な
く
、
部
落
民
で
あ
ろ
う
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が
な
か
ろ
う
が
、
ま
た
身
分
を
知
ら
れ
よ
う
が
知
ら
れ
ま
い
が
、

何
の
悩
み
も
感
じ
ず
に
い
ら
れ
る
、
と
右
の
節
に
は
っ
き
り
見
て

取
れ
る
。
こ
れ
は
他
方
か
ら
見
る
と
、
学
問
を
し
て
い
な
い
も
の

が
そ
の
正
し
い
こ
と
自
由
な
こ
と
を
認
知
し
え
な
い
と
い
う
意
味

を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
学
間
を
し
て
い

な
い
も
の
は
『
破
戒
』
で
は
部
落
民
を
含
む
庶
民
大
衆
で
あ
る
。

部
落
民
以
外
の
人
は
部
落
民
が
下
等
人
種
と
し
て
差
別
さ
れ
る
の

が
当
然
だ
と
思
い
込
み
、
部
落
民
自
身
で
さ
え
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
、
あ
る
い
は
飯
山
町
離
れ
の
村
に
住
む
も
の
の
よ
う
に
甘
ん
じ

て
差
別
を
受
け
、
あ
る
い
は
丑
松
の
叔
父
の
よ
う
に
「
唯
一
族
が

無
事
で
さ
へ
あ
れ
ば
好
か
つ
た
」
（
十
；
三
節
）
と
、
ひ
た
す

ら
身
分
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。
『
破
戒
』
の
冒
頭
に
、
金
持
の

部
落
民
大
日
向
を
病
院
や
旅
宿
か
ら
追
い
出
そ
う
と
す
る
民
衆
が

い
か
に
も
無
教
養
な
愚
民
の
よ
う
に
描
か
れ
、
部
落
民
が
差
別
に

対
し
ほ
と
ん
ど
無
感
覚
で
あ
る
の
も
、
蓮
太
郎
の
い
う
よ
う
に
、

「
思
想
の
世
界
と
い
ふ
も
の
は
、
未
だ
僕
ら
の
仲
問
に
開
け
て
居

な
い
」
（
九
章
二
節
）
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
部
落
民
及
び
部
落
民

蔑
視
に
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
の
か
は
、
部
落
民
で
あ
ろ
う
が

そ
う
で
な
い
か
に
関
係
せ
ず
、
教
育
の
有
無
と
そ
れ
に
よ
る
近
代

的
意
識
の
有
無
が
丑
松
の
よ
う
な
知
識
人
と
庶
民
大
衆
と
を
は
う

き
り
分
け
て
は
な
す
の
で
あ
る
。

　
藤
村
は
、
小
諸
在
住
中
、
一
人
の
部
落
民
出
身
の
教
育
者
の
悲

惨
な
運
命
を
聞
き
伝
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
『
破
戒
』
執
筆
の
動
機

を
引
き
起
し
た
、
と
そ
の
回
想
文
「
『
破
戒
』
の
著
者
が
見
た
る

山
国
の
新
平
民
」
（
明
治
三
九
年
六
月
『
文
庫
』
、
以
下
『
山
国
の

新
平
民
』
と
略
す
）
に
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
教

育
者
は
単
な
る
出
身
の
理
由
で
長
野
師
範
学
校
を
や
め
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
後
も
同
じ
理
由
で
職
を
転
々
と
し
、
最
後

に
あ
る
中
学
校
長
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
藤
村
は
そ
の
教

育
者
が
「
頭
脳
が
確
か
で
学
問
も
あ
っ
て
、
且
つ
人
物
と
し
て
も

勝
れ
て
い
る
」
と
聞
き
、
「
新
平
民
と
し
て
異
数
な
人
」
と
評
し
、

後
年
も
「
私
は
あ
㌧
い
ふ
無
智
な
人
達
の
中
か
ら
生
れ
て
来
た
、

さ
う
し
て
そ
う
い
ふ
中
で
人
と
し
て
眼
醒
め
た
青
年
の
悲
し
み
と

で
も
い
ふ
も
の
を
深
く
心
を
引
か
れ
」
（
『
眼
醒
め
た
も
の
の
悲
し

み
』
『
読
売
新
聞
』
大
正
十
二
年
四
月
四
日
）
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
智
即
ち
教
育
の
有
無
を
基
準
に
し
て
教
育
者
と
他
の

大
多
数
の
部
落
民
と
を
分
け
て
見
る
藤
村
の
姿
が
窺
え
る
が
、
教

育
者
の
悲
し
み
が
部
落
民
一
般
の
悲
し
み
と
言
わ
ず
、
「
人
と
し

て
眼
醒
め
た
青
年
の
悲
し
み
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
藤
村
の
考

え
方
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
教
育
者
の
よ
う
な
、
教
育
を
受
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け
た
部
落
民
で
あ
っ
て
も
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
部
落
民
で
あ

っ
て
も
、
彼
ら
は
同
じ
く
下
等
人
種
と
し
て
差
別
を
受
け
、
同
じ

く
そ
の
差
別
の
た
め
に
苦
し
む
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
大
多
数
が
無
智
、
無
欲
で
あ
る
部
落
民
の
あ
い
だ
に
あ
う
て
、

教
育
者
だ
け
は
不
合
理
な
扱
い
を
辛
抱
強
く
忍
耐
し
な
が
ら
も
、

あ
く
ま
で
自
分
の
学
識
を
社
会
に
活
か
し
、
個
人
の
生
活
の
願
望

と
人
間
と
し
て
の
価
値
を
確
立
さ
せ
よ
づ
と
し
た
。
そ
こ
に
生
じ

た
悲
し
み
は
、
無
欲
な
大
部
分
の
部
落
民
が
た
だ
受
動
的
に
差
別

を
受
け
る
と
き
の
悲
し
み
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
、
藤
村
の
関

心
や
彼
の
い
っ
た
「
眼
醒
め
た
も
の
の
悲
し
み
」
の
意
味
が
ま
さ

に
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
後
の
叙
述
に
よ

っ
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
が
、
藤
村
が
丑
松
を
部
落
民

に
設
定
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
部
落
民
全
体
の
悲
し
み
と
そ

れ
を
も
た
ら
す
原
因
を
正
面
か
ら
追
求
し
よ
う
と
い
う
目
的
に
あ

う
た
の
で
は
な
く
、
差
別
現
象
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
非

近
代
的
な
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
ま
た
無
教
育
、
無
智
の
状
況
下

に
い
る
庶
民
大
衆
に
対
し
て
、
ひ
と
り
目
ざ
め
た
知
識
青
年
が
周

囲
・
か
ら
理
解
を
得
ら
れ
な
い
孤
独
な
者
と
し
て
、
個
人
の
生
き
て

い
く
権
利
を
守
る
た
め
に
い
か
に
苦
し
む
の
・
か
を
描
き
出
そ
う
と

い
う
狙
い
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
『
破
戒
』
に
は
大
日
向

や
蓮
太
郎
、
ま
た
小
学
生
仙
太
が
疎
外
さ
れ
迫
害
さ
れ
る
場
面
が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
表
現
上
で
は
、
当
事
者
つ
ま
り
迫
害
す
る

側
と
さ
れ
る
側
が
主
体
と
し
て
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
丑
松
の
見
た

も
の
感
じ
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
、
丑
松
が
民
衆
に
よ
る
社
会

的
行
為
に
不
満
と
憤
慨
と
を
覚
え
な
が
ら
そ
れ
に
抵
抗
で
き
な
い

と
痛
感
し
て
感
情
を
内
面
に
抑
え
込
ん
で
苦
し
む
と
い
う
と
こ
ろ

に
描
写
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
述
の
藤
村
の
狙
い

を
裏
づ
け
て
い
よ
う
。

三

　
前
記
部
落
民
出
身
の
教
育
者
が
偏
見
を
受
け
な
が
ら
も
つ
い
に

中
学
校
長
に
も
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
当
時
で
は
決
し
て
容
易
な

こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
経
歴
か
ら
二
つ
の
面
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
周
囲
か
ら
の
抑
圧
に
屈
せ
ず
、
社

会
進
出
を
通
じ
て
自
分
の
望
み
を
か
な
え
よ
う
と
い
う
積
極
的
精

神
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
精
神
を
更
に
発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ

に
、
不
合
理
を
不
合
理
と
し
て
社
会
的
に
認
識
さ
せ
な
い
限
り
、

一
個
人
の
権
利
も
根
本
的
に
保
障
で
き
な
い
と
の
思
い
を
も
ち
、

民
衆
の
覚
醒
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
因
習
と
戦
お
う
と
い
う

蓮
太
郎
の
姿
が
現
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
部
落
民
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に
と
っ
て
社
会
進
出
す
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
普
通
以
上

の
不
安
や
恐
怖
と
苦
悩
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
、
そ
の
教
育
者

が
自
分
の
内
面
に
於
い
て
秘
そ
か
に
苦
し
み
ぬ
い
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
側
面
で
あ
る
。
『
破
戒
』
に
至
う
て
は
、
そ
の
人
問
内
面
の
．

苦
し
み
が
丑
松
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
二
つ
の
面

は
藤
村
に
と
ウ
て
対
等
の
も
の
の
は
ず
で
、
彼
は
そ
の
ど
ち
ら
か

あ
る
い
は
両
方
と
も
重
く
見
、
そ
し
て
そ
れ
な
り
の
人
物
を
描
き

出
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
現
に
蓮
太
郎
と
い
う
人
物

が
設
け
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
丑

松
が
主
人
公
と
な
っ
て
そ
の
内
面
が
見
逃
さ
れ
な
い
ほ
ど
描
か
れ

て
い
る
こ
と
は
、
藤
村
が
上
記
二
つ
の
側
面
の
う
ち
、
前
者
よ
り

も
後
者
の
方
に
よ
り
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
藤
村
の
資
質
や
生
活
的
、
感
情
的
経
験
が
彼

を
そ
の
悲
し
い
側
面
に
共
感
さ
せ
や
す
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
原

因
が
あ
る
と
思
え
る
が
、
『
破
戒
』
執
筆
当
時
の
彼
の
差
別
問
題

や
庶
民
に
対
す
る
姿
勢
が
、
彼
の
間
題
の
考
え
方
、
取
り
扱
い
方

を
左
右
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
前
掲
『
山
国
の
新
平
民
』
は
、
藤
村
が
『
破
戒
』
執
筆
当
時
行

っ
た
部
落
民
に
対
す
る
実
地
調
査
か
ら
の
見
聞
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
も
と
も
と
そ
の
調
査
は
教
育
者
に
関
す
る
話
を
聞
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
部
落
民
に
興
味
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
藤
村

自
身
が
い
っ
て
い
る
が
、
文
章
を
見
る
限
り
、
部
落
民
自
身
の
こ

と
、
つ
ま
り
そ
の
歴
史
や
風
俗
、
産
業
な
ど
の
紹
介
が
大
部
分
を

占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
部
落
民
が
日
頃
い
か
な
る
不
公
平
な
待

遇
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
教
育
者
の
こ
と
以
外
に

ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
部
落
民
の
社
会
的
地
位
の
向

上
を
訴
え
よ
う
と
の
意
思
も
全
く
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
藤
村
の

所
謂
部
落
民
に
対
す
る
興
味
は
、
恐
ら
く
『
破
戒
』
執
筆
の
た
め

に
あ
る
程
度
部
落
民
の
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
の
思
い
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、
部
落
民
蔑
視
と
い
う
問
題
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
当

時
藤
村
の
部
落
民
問
題
に
対
す
る
姿
勢
を
追
求
す
る
つ
も
り
は
な

い
。
し
か
し
部
落
民
全
体
と
し
て
の
悲
惨
な
運
命
や
差
別
と
い
う

社
会
問
題
に
対
す
る
関
心
の
薄
さ
は
、
国
民
の
知
的
向
上
、
社
会

の
不
合
理
現
象
を
一
日
で
も
早
く
減
ら
そ
う
と
い
う
責
任
が
自
分

に
も
あ
る
と
の
認
識
を
も
た
な
か
っ
た
藤
村
の
姿
勢
を
示
し
て
お

り
、
そ
の
姿
勢
が
当
然
丑
松
に
も
反
映
さ
れ
、
結
局
丑
松
の
悲
劇

的
、
宿
命
的
性
格
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
は
、
丑
松
の
人
間
像

へ
の
把
握
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　
丑
松
は
部
落
民
で
あ
り
な
が
ら
蓮
太
郎
や
家
族
以
外
に
部
落
民
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と
接
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
無
智
た
る
部
落

民
に
嫌
悪
感
さ
え
も
っ
て
い
る
。
帰
省
中
こ
う
い
う
部
落
民
に
出

合
っ
た
時
、
彼
は
「
斯
う
し
て
無
智
と
零
落
と
を
知
ら
ず
に
居
る

稼
多
町
の
空
気
を
呼
吸
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
可
傷
し
い
と
も
、

恥
か
し
い
と
も
、
腹
立
た
し
い
と
も
、
名
の
つ
け
や
う
の
無
い
恩

を
さ
せ
」
て
、
「
一
時
も
早
く
是
処
を
通
過
ぎ
て
了
ひ
た
い
と
考

え
た
」
（
八
章
四
節
）
の
で
あ
る
。
相
手
を
「
無
智
」
で
あ
る
と

見
下
し
て
、
丑
松
自
ら
は
社
会
的
、
感
情
的
距
離
を
部
落
民
大
衆

と
の
間
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
無
教

育
、
無
智
と
い
う
面
に
於
い
て
は
非
部
落
民
大
衆
も
同
一
の
立
場

に
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
右
記
丑
松
の
距
離
感
は
一
般
庶
民
に

対
す
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
『
破
戒
』
の
目
目
頭
に
、
丑
松
の
下

宿
が
「
何
と
な
く
世
離
れ
た
、
静
寂
な
僧
坊
」
で
あ
り
、
「
そ
れ

が
ま
た
小
学
教
師
と
い
ふ
丑
松
の
今
日
の
境
遇
に
映
っ
て
、
妙
に

佳
し
い
感
想
を
起
さ
せ
も
す
る
」
と
、
丑
松
の
孤
独
が
い
ち
早
く

印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
示

す
よ
う
に
、
下
記
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
町
々
の
軒
は
秋
雨
あ
が
り
の
後
の
タ
日
に
輝
い
て
、
人
々
が

　
　
濡
れ
た
道
路
に
群
つ
て
居
た
。
中
に
は
立
ち
と
ど
ま
つ
て
丑

　
　
松
の
通
る
と
こ
ろ
を
眺
め
る
も
あ
り
、
何
か
ひ
そ
ひ
そ
立
話

　
　
を
し
て
居
る
の
も
あ
る
。
『
彼
処
へ
行
く
の
は
、
あ
り
や
あ

　
　
何
だ
－
む
㌧
、
教
員
か
』
と
言
つ
た
や
う
な
顔
付
を
し
て
、

　
　
酷
し
い
軽
蔑
の
色
を
顕
し
て
居
る
の
も
あ
つ
た
。
是
が
自
分

　
　
ら
の
預
つ
て
居
る
生
徒
の
父
兄
で
あ
る
か
と
考
へ
る
と
、
浅
，

　
　
猿
し
く
も
あ
り
、
腹
立
た
し
く
も
あ
り
、
遼
に
不
愉
快
に
な

　
　
つ
て
す
た
す
た
歩
き
初
め
た
。
（
一
章
二
節
）

　
足
掛
け
三
年
も
飯
山
の
町
に
暮
ら
し
て
い
る
と
は
い
え
、
丑
松

と
町
民
た
ち
と
の
関
係
が
い
か
に
疎
遠
で
あ
る
か
右
か
ら
窺
え
よ

う
。
一
見
丑
松
が
町
民
に
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し

か
し
『
破
戒
』
全
篇
に
庶
民
が
教
師
と
い
う
職
業
を
軽
蔑
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
が
一
つ
も
な
い
の
に
対
し
、
丑
松
こ
そ
が
庶

民
と
接
す
る
意
思
が
な
く
、
そ
れ
に
加
え
町
民
た
ち
が
つ
い
先
程

部
落
民
大
日
向
を
町
か
ら
追
い
出
し
た
こ
と
が
一
層
丑
松
に
違
和

感
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
丑
松
が
町
民
か
ら
自

分
に
対
す
る
軽
蔑
を
感
じ
取
っ
た
と
い
う
よ
り
、
教
育
や
認
識
上

の
差
、
ま
た
そ
の
差
に
よ
る
日
常
生
活
に
於
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
関

心
事
の
違
い
か
ら
生
じ
た
丑
松
自
身
の
町
民
に
対
す
る
違
和
感
と

疎
外
感
が
彼
を
右
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

　
蓮
太
郎
北
部
落
民
蔑
視
の
現
実
と
戦
う
だ
け
で
な
く
、
一
般
下

層
社
会
の
人
々
の
労
働
状
況
、
生
活
状
況
も
研
究
し
、
庶
民
の
教
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育
、
生
活
の
向
上
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
丑
松
は
蓮
太
郎
を

尊
敬
し
、
蓮
太
郎
か
ら
感
化
を
受
け
た
、
と
『
破
戒
』
に
書
い
て

あ
る
が
、
そ
の
感
化
は
単
に
差
別
の
不
合
理
を
認
知
し
た
と
い
う

と
こ
ろ
に
と
ど
ま
り
、
国
民
に
関
心
を
寄
せ
る
と
い
う
蓮
太
郎
の

態
度
、
国
民
の
知
的
生
活
的
向
上
が
不
合
理
な
社
会
現
状
の
改
善

の
根
本
で
あ
る
、
と
い
う
彼
の
思
想
の
深
層
に
あ
る
も
の
を
丑
松

は
全
。
く
受
け
止
め
て
い
な
い
。
つ
ま
り
社
会
現
状
に
不
満
を
も
ち

な
が
ら
も
そ
れ
を
い
か
に
し
て
改
善
さ
せ
よ
う
か
と
の
意
欲
が
な

い
た
め
、
結
局
、
も
と
も
と
社
会
に
向
け
る
は
ず
の
不
満
や
主
張

が
自
己
内
面
の
葛
藤
と
苦
悩
と
に
転
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
蓮
太
郎
の
死
か
ら
勇
気
を
得
た
と
い
う
も
の

の
、
身
分
を
告
白
し
て
テ
キ
サ
ス
ヘ
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

蓮
太
郎
の
真
似
を
決
し
て
す
る
ま
い
と
い
う
丑
松
の
姿
勢
を
最
も

端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
蓮
太
郎

の
真
似
を
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
彼
は
自
分
の
精
神
の
解
放
を
日
本

と
い
う
現
実
社
会
に
於
い
て
で
な
く
、
「
理
想
的
」
な
外
国
で
し

か
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
彼
が
告
白
し
た
後
も
日
本
に

と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
社
会
状
況
が
改
善
さ
れ
な
い
限

り
、
ま
た
そ
の
改
善
を
は
か
る
こ
と
が
自
分
の
責
任
で
も
あ
る
と

認
識
し
て
努
力
し
て
い
こ
う
と
し
な
い
限
り
、
す
で
に
身
分
を
知

ら
れ
た
一
部
落
民
と
し
て
、

で
あ
ろ
う
。

そ
の
精
神
の
解
放
は
永
遠
に
不
可
能

　
『
破
戒
』
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
丑
松
の
内
面
に
於
け
る
目
ざ

め
た
も
の
の
悲
し
み
を
重
要
視
す
る
か
、
部
落
民
へ
の
社
会
的
偏

見
に
対
す
る
抗
議
と
い
う
も
の
を
重
く
受
け
止
め
る
か
、
あ
る
い

は
藤
村
個
人
に
限
っ
て
作
品
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
か
、
な
ど
の

見
解
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
や
論
述
に
於
い
て
は
、
部
落
民
問

題
が
丑
松
の
人
間
像
、
あ
る
い
は
作
品
全
体
に
一
体
ど
う
い
う
意

味
を
も
つ
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
が
集
中
さ
れ
て
い
る
一
方
、

小
学
校
長
や
郡
視
学
な
ど
の
人
物
の
設
定
や
そ
れ
ら
の
人
物
と
丑

松
と
の
関
係
の
も
つ
意
味
を
考
え
る
傾
向
が
少
い
よ
う
で
あ
る
。

確
か
に
、
丑
松
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
見
る
と
、
校
長
ら
の
人

物
や
小
学
校
と
い
う
環
境
が
部
落
民
問
題
に
比
べ
て
二
次
的
な
も

の
に
見
ら
れ
、
部
落
民
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
丑
松
の
悲
し
み
も
最

も
深
刻
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
に
違
い
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
校

長
ら
の
人
物
の
も
つ
意
昧
を
『
破
戒
』
の
作
品
構
成
、
丑
松
の
性

格
把
握
の
過
程
か
ら
完
全
に
取
り
除
く
の
は
そ
の
妥
当
性
が
疑
わ

れ
る
。
『
破
戒
』
が
、
大
日
向
迫
害
事
件
を
目
撃
し
た
の
を
き
っ
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か
け
と
し
た
部
落
民
問
題
に
於
け
る
丑
松
の
悲
し
み
を
、
第
一
章

を
通
し
て
そ
の
最
初
の
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
の
に
つ
づ
い

て
、
そ
の
後
す
ぐ
に
、
第
二
章
を
も
っ
て
校
長
ら
の
人
物
を
持
ち

出
し
、
校
長
ら
に
支
配
さ
れ
る
小
学
校
に
於
け
る
丑
松
の
境
遇
を

描
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
れ
は
、
教
師
丑
松
を
取

り
巻
く
小
学
校
、
さ
ら
に
教
育
界
と
い
う
環
境
が
、
部
落
民
丑
松

を
取
り
巻
く
部
落
民
蔑
視
と
い
う
環
境
と
と
も
に
こ
れ
か
ら
丑
松

の
人
物
描
写
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
前
も
っ
て
示
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
校
長
が
第
二
章

の
ほ
か
に
も
、
第
五
章
の
三
節
、
第
十
四
章
の
一
、
三
、
四
節
、

第
二
一
章
の
三
、
五
、
七
節
、
そ
し
て
第
二
三
章
の
四
節
と
、
頻

繁
に
登
場
し
て
お
り
、
し
か
も
登
場
す
る
度
に
必
ず
丑
松
を
排
斥

す
る
立
場
を
取
り
、
丑
松
の
辞
職
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
配
置
と
表
現
方
法
を
見
る
と
、
校
長
ら

の
人
物
設
定
が
丑
松
の
人
間
像
の
構
成
に
重
大
な
意
味
を
も
っ
て

い
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。

　
丑
松
は
三
年
前
、
優
秀
な
師
範
校
卒
業
生
と
し
て
飯
山
州
学
校

に
就
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
自
分
に
と
っ
て
「
社
会
に
突

出
さ
れ
る
」
（
；
阜
一
節
）
最
初
の
場
で
あ
る
こ
の
小
学
校
で
、

自
分
の
理
想
と
生
活
の
願
望
を
か
な
え
る
第
一
歩
を
踏
み
出
そ
う

と
恩
っ
た
の
に
違
い
な
い
が
、
し
か
し
当
初
の
恩
い
と
裏
腹
に
、

そ
れ
以
来
彼
は
「
快
活
な
性
格
を
失
つ
」
（
三
章
一
節
）
て
し
ま

い
、
憂
う
つ
へ
の
一
途
を
辿
っ
て
来
た
と
、
同
僚
で
あ
り
友
人
で

も
あ
る
銀
之
助
が
ひ
し
ひ
し
感
じ
て
き
た
し
、
彼
自
身
で
さ
え
、

「
こ
三
二
年
は
、
自
分
に
と
つ
て
一
生
の
変
遷
の
始
つ
た
時
代
」

（
七
章
一
節
）
と
嘆
い
て
い
る
。
作
晶
の
構
成
か
ら
見
る
限
り
、

こ
う
い
う
憂
う
つ
が
大
日
向
迫
害
事
件
に
始
ま
る
身
分
問
題
に
於

け
る
悲
し
み
と
別
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
何
が
彼
に
そ
う
い
う
憂
う
つ
を
も
た
ら

し
た
の
た
ろ
う
。

　
　
左
様
な
る
と
、
猶
々
我
輩
に
は
解
釈
が
付
か
な
く
な
る
。
ど

　
　
う
も
我
輩
の
時
代
に
比
べ
る
と
、
瀬
川
君
な
ぞ
の
考
へ
て
居

　
　
る
こ
と
は
全
く
違
ふ
や
う
だ
。
我
輩
の
面
白
い
と
思
ふ
こ
と

　
　
を
、
瀬
川
君
な
ぞ
は
一
向
詰
ら
な
い
や
う
な
顔
を
し
て
る
。

　
　
我
輩
の
詰
ら
な
い
と
思
ふ
こ
と
を
、
反
つ
て
瀬
川
君
な
ぞ
は

　
　
非
常
に
面
白
が
つ
て
い
る
。
畢
寛
一
緒
に
事
業
が
出
来
な
い

　
　
と
い
ふ
は
、
時
代
が
違
ふ
か
ら
で
せ
う
か
1
新
し
い
時
代

　
　
の
人
と
、
吾
々
と
は
、
其
様
に
思
想
が
合
は
な
い
も
の
な
ん

　
　
で
せ
う
か
。
（
五
章
三
節
）

　
こ
れ
は
校
長
の
話
の
一
節
で
あ
る
。
校
長
に
と
っ
て
教
育
は
即
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ち
規
則
で
あ
り
、
上
司
で
あ
る
郡
視
学
の
指
示
は
即
ち
至
上
の
命

令
で
あ
る
。
学
校
運
営
に
関
し
て
は
、
彼
は
「
時
計
の
や
う
に
正

確
に
」
（
二
章
一
節
）
と
要
求
し
、
い
わ
ゆ
る
「
軍
隊
風
」
に
生

徒
た
ち
を
嬢
け
、
教
職
員
を
指
揮
す
る
の
が
彼
の
主
張
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
我
輩
の
時
代
」
の
人
が
面
白
い
と
思
う
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
支
配
と
服
従
を
重
ん
じ
、
人
問

尊
厳
と
個
人
の
自
由
を
無
視
す
る
と
い
う
非
近
代
的
な
価
値
観
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
単

な
る
校
長
個
人
の
認
識
で
は
な
い
。
郡
視
学
は
校
長
と
同
様
の
立

場
か
ら
、
「
ど
う
し
て
ま
た
瀬
川
君
は
其
様
な
思
想
を
持
つ
の
だ

ら
う
」
（
二
章
二
節
）
と
疑
問
を
も
ち
、
町
の
代
議
士
た
ち
は
、

校
長
が
「
原
則
」
と
「
命
令
」
と
を
忠
実
に
執
行
し
た
た
め
表
彰

の
金
牌
を
受
け
た
こ
と
を
「
吾
信
州
教
育
界
の
名
誉
」
（
二
章
一

節
）
と
思
う
て
い
る
。
そ
の
金
牌
が
校
長
の
よ
う
な
教
育
者
に
与

え
ら
れ
た
こ
と
自
体
が
、
個
人
の
意
志
と
関
係
な
し
に
、
絶
対
服

従
し
か
認
め
な
い
こ
と
が
教
育
界
に
於
い
て
正
当
か
つ
支
配
的
思

想
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
を
、
「
服
従
が
社
会
秩
序

の
維
持
や
国
家
利
益
の
擁
護
の
た
め
の
国
民
の
責
任
と
美
徳
」
を

基
本
精
神
と
す
る
明
治
政
府
の
教
育
勅
語
の
も
と
に
考
え
る
と
、

丑
松
が
置
か
れ
て
い
る
小
学
校
が
ど
う
い
う
も
の
か
は
改
め
て
述

べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
校
長
の
姿
勢
に
対
し
丑
松
が
具
体
的
に
何
を
主
張
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
、
客
観
的
描
写
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
憾
み
に
思
わ
れ
る
が
、
校
長
が
表
彰
の
金
牌
を
受
け
取
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
丑
松
が
「
教
育
者
が
金
牌
な
ぞ
を
貰
つ
て
鬼
の
首

で
も
取
つ
た
や
う
に
思
ふ
の
は
大
間
違
だ
」
と
い
い
、
そ
の
金
牌

が
「
価
値
の
無
い
も
の
」
（
二
章
二
節
）
と
評
価
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
丑
松
が
校
長
と
全
く
反
対
の
価
値
観
を
も
っ
て
い
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
い
か
に
し
て
教
育

を
行
う
か
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
維
持
す

べ
き
か
に
つ
い
て
、
虚
色
を
飾
り
、
規
則
や
命
令
に
無
条
件
に
服

従
す
べ
き
と
主
張
す
る
校
長
に
対
し
、
丑
松
は
自
己
内
面
の
真
実
、

個
人
の
意
志
を
大
事
に
す
る
の
が
本
当
の
価
値
の
あ
る
も
の
と
認

識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
国
家
主
義
、
強
権
政
治
を
も

と
に
し
た
教
育
思
想
、
教
育
運
営
体
制
の
下
で
、
丑
松
の
も
つ
よ

う
な
価
値
観
は
決
し
て
受
け
い
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

た
め
、
丑
松
は
「
否
で
も
応
で
も
其
問
厳
重
な
規
則
に
服
従
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
十
六
章
二
節
）
こ
と
を
苦
に
思
い
、
「
到
底
今

日
の
教
育
界
は
心
あ
る
青
年
の
踏
み
留
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
無

い
」
（
十
一
章
三
節
）
と
い
一
つ
銀
之
助
の
話
に
共
感
を
も
ち
な
が
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ら
も
、
な
お
そ
こ
に
留
ま
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
で
、
か
つ

て
の
快
活
な
性
格
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
、
一
旦
本
格
的
に
現
実
社
会
と
接
触
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
自

分
の
も
っ
て
い
た
人
生
へ
の
夢
、
個
人
の
自
由
と
権
利
へ
の
欲
望

が
そ
の
現
実
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら

生
じ
た
苦
し
み
が
、
部
落
民
問
題
に
於
け
る
悲
し
み
と
は
状
況
的

に
違
い
な
が
ら
そ
れ
と
絡
み
あ
い
、
も
う
一
つ
の
側
面
か
ら
丑
松

の
性
格
を
構
成
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
『
破
戒
』
の
本
質
把
握
に

見
逃
せ
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
五

　
二
葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』
で
は
、
文
三
は
自
分
に
と
っ
て
人
生

の
幸
福
の
象
徴
で
あ
る
お
勢
を
「
親
よ
り
も
真
理
よ
り
も
」
大
切

な
存
在
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
内
面
の
不
具
や
生
活
に
対
す
る

無
力
さ
に
も
原
因
が
あ
ろ
う
か
、
彼
は
あ
く
ま
で
自
分
に
対
し
て

誠
実
で
い
よ
う
た
め
に
、
立
身
出
世
ど
こ
ろ
か
、
お
勢
さ
え
失
お

う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
反
対
に
、
無
節
操
で
順
応
型
の
本
田
昇

は
、
出
世
に
於
い
て
も
恋
に
於
い
て
も
文
三
に
対
し
て
勝
者
の
姿

勢
を
取
っ
て
い
る
。
官
僚
の
腐
敗
、
人
問
関
係
の
険
悪
と
そ
れ
に

対
す
る
文
三
の
正
直
が
彼
の
失
意
と
孤
独
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
多
く
の
評
論
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
様

な
問
題
に
於
け
る
『
破
戒
』
の
取
り
扱
い
が
『
浮
雲
』
よ
り
も
注

目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
も
の
の
、
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
評

価
が
、
こ
く
一
部
に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
は
不
思
議
に
恩
わ
れ
る
。

校
長
や
郡
視
学
、
そ
し
て
郡
視
学
の
甥
に
あ
た
る
勝
野
文
平
と
の

三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
私
欲
の
た
め
に
癒
着
す
る
場
面
が
『
破
戒
』

に
し
ぱ
し
ぱ
描
か
れ
、
そ
れ
も
ま
た
、
「
賢
い
と
言
は
れ
る
教
育

者
は
、
い
づ
れ
も
町
会
議
員
な
ぞ
に
結
托
し
て
、
位
置
の
堅
固
を

計
る
の
が
普
通
だ
」
（
二
章
一
節
）
の
よ
う
に
、
社
会
一
般
に
ま

で
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
校
長
は
い
わ
ゆ
る
「
学
校

の
統
一
」
の
た
め
に
常
に
丑
松
排
斥
の
下
心
を
抱
い
て
い
る
が
、

彼
に
と
っ
て
の
学
校
の
統
一
は
、
彼
の
よ
う
な
教
育
姿
勢
の
も
と

で
の
認
識
の
統
一
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
権
威
と
利
益
を
維
持
す

る
手
段
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
生
徒
間
に
於
け
る
人
望
が
校
長
よ

り
も
篤
く
、
校
長
の
意
志
に
従
順
し
な
い
丑
松
は
、
個
我
を
抑
圧

す
る
教
育
思
想
、
教
育
体
制
に
と
っ
て
も
、
私
欲
に
満
ち
正
義
感

の
な
い
校
長
個
人
に
と
っ
て
も
疎
外
さ
れ
排
斥
さ
れ
る
対
象
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
『
破
戒
』
の
最
後
に
、
身
分
を
告
白
し
た
丑
松
に

対
し
て
多
く
の
人
々
が
同
情
を
寄
せ
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て

（
1
）

い
る
の
に
対
し
、
校
長
ら
だ
け
が
徹
底
的
に
彼
を
締
め
出
そ
う
と
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し
た
と
こ
ろ
に
、
校
長
ら
の
丑
松
に
対
す
る
姿
勢
が
最
も
端
的
に

表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
丑
松
は
若
く
し
て
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
小
学
校
の
首
席
教
員

の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
彼
も
一
青
年
と
し
て
の
立
身
出
世
の
願

望
を
抱
え
て
い
た
の
で
、
も
し
少
し
で
も
物
事
を
円
滑
に
は
こ
び

さ
え
す
れ
ぱ
、
地
方
に
於
い
て
は
将
来
有
望
な
、
よ
り
エ
リ
ー
ト

的
な
存
在
に
な
る
可
能
性
は
十
分
あ
っ
た
。
恋
に
つ
い
て
も
、
お

志
保
を
愛
し
、
ま
た
彼
女
に
愛
さ
れ
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
青

春
の
欲
望
や
美
し
い
人
生
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
浮
雲
』

の
文
三
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
立
身
出
世
や
愛
に
い
か

に
憧
れ
て
い
よ
う
と
は
い
え
、
そ
の
た
め
に
邪
悪
に
し
た
が
い
、

人
格
ま
で
失
お
う
と
い
う
の
は
決
し
て
丑
松
の
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
。
彼
は
、
文
平
が
出
世
の
た
め
下
劣
な
振
る
舞
い
を
す
る
こ

と
に
対
し
、
「
正
味
自
分
の
価
値
よ
り
は
其
を
二
倍
に
も
三
倍
に

も
し
て
見
せ
」
（
十
五
章
三
節
）
る
、
と
憎
悪
感
を
も
ち
、
上
司

で
あ
る
校
長
に
対
し
て
も
、
校
長
に
い
わ
せ
る
と
、
「
文
平
の
や

う
に
自
分
の
意
を
迎
へ
な
い
。
教
員
会
の
あ
る
度
に
克
く
意
見
が

衝
突
す
る
。
何
か
に
つ
け
て
邪
魔
に
な
る
」
（
二
一
章
三
節
）
と

の
姿
勢
を
取
り
、
官
僚
社
会
の
腐
敗
、
人
間
性
の
歪
み
と
対
蹴
的

に
、
一
知
識
青
年
の
誠
実
さ
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
丑
松
を
待
つ
の
は
、
立
身
出
世
に
失
敗
し
、
社
会
と

接
す
る
場
所
か
ら
さ
え
離
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
で

あ
る
。
彼
は
身
分
を
告
白
し
た
後
自
ら
辞
表
を
提
出
し
た
。
も
ち

ろ
ん
丑
松
が
自
己
主
張
を
し
、
正
直
さ
を
も
っ
て
邪
悪
と
虚
偽
と

に
対
す
る
限
り
、
自
ら
辞
職
し
な
く
て
も
、
結
局
小
学
校
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

教
育
界
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
に
違
い
な
か
っ
た
が
、
学
校

を
離
れ
る
こ
と
を
辞
職
で
表
現
す
る
の
は
、
丑
松
の
よ
う
な
知
識

人
の
、
不
合
理
と
腐
敗
と
に
満
ち
た
官
僚
社
会
に
伍
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
性
格
を
よ
り
鮮
明
に
示
す
効
果
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に

見
ら
れ
る
。
立
身
出
世
の
念
願
を
捨
て
、
支
配
と
服
従
の
人
間
関

係
で
構
築
さ
れ
て
い
る
現
実
と
の
一
切
の
係
累
を
振
り
切
っ
て
、

せ
め
て
自
分
だ
け
の
天
地
、
つ
ま
り
個
人
の
精
神
の
自
由
を
保
と

う
と
し
た
選
択
は
、
身
分
を
告
白
す
る
と
い
う
表
現
に
巧
み
に
結

び
付
け
ら
れ
、
丑
松
の
よ
う
な
知
識
人
の
人
生
に
於
け
る
一
つ
の

必
然
の
結
果
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
身
分
を
告
白
し
た
丑
松
に
多
く
の
同
憎
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と

　
　
の
描
写
は
、
や
や
不
自
然
で
、
部
落
民
へ
の
差
別
観
が
庶
民
の
間
に

　
　
定
着
し
て
い
る
と
い
う
作
品
の
一
つ
の
趣
旨
か
ら
乖
離
し
て
い
る
感

　
　
じ
を
与
え
ゑ
こ
れ
は
藤
村
自
身
の
主
人
公
に
対
す
る
同
情
に
よ
る

　
　
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
対
照
的
に
校
長
ら
だ
け
に
こ
う
い
っ
た
同

　
　
情
が
託
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
藤
村
の
意
図
か
ら
言
っ
て
も
、
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（1O1）『破戒』の主人公、丑松の人問像の構成

作
品
に
於
い
て
も
校
長
ら
と
丑
松
と
の
関
係
の
も
つ
意
味
を
一
層
鮮

　
明
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
2
）
　
校
長
ら
が
部
落
民
で
あ
る
こ
と
を
口
実
に
、
日
頃
の
丑
松
排
斥

　
の
企
み
を
果
そ
う
と
し
て
、
転
職
で
な
く
、
免
職
に
し
よ
う
と
、
丑

松
が
辞
表
を
提
出
す
る
前
に
す
で
に
決
め
て
い
る
こ
と
は
、
二
一
章

　
五
節
に
書
か
れ
て
い
る
。

！、

　
以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
、
日
本
近
代
史
、
近
代
文
学
史
研
究
に

於
い
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
小
稿
を
よ

り
完
全
な
形
に
す
る
た
め
に
、
拙
い
も
の
で
あ
る
が
、
結
ぴ
と
し

て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　
か
つ
て
北
村
透
谷
が
自
由
民
権
運
動
に
携
わ
り
、
ま
た
自
ら
そ

れ
を
離
脱
し
、
文
章
を
も
っ
て
人
間
の
改
造
に
志
し
た
が
、
最
後

に
「
内
部
生
命
」
と
い
う
も
の
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
へ
の
参
加
は
透
谷
の
国

家
や
社
会
を
恩
う
姿
勢
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
運
動
か
ら
の

離
脱
は
運
動
の
暴
力
化
反
対
や
国
民
の
「
不
具
」
に
対
す
る
失
望

感
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
国
家
体
制
や
社
会
の

不
合
理
現
象
に
対
す
る
批
判
を
文
章
に
よ
る
国
民
啓
蒙
、
人
間
改

造
に
移
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
緒
局
彼
自
身
の
精
神
の
内
部
に
向

け
て
の
み
処
理
さ
れ
、
自
分
自
身
に
解
き
難
い
苦
し
み
と
む
な
し

さ
を
も
た
ら
し
た
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
日
本
の
明
治
維
新
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
、
近
代
的
市
民
社

会
が
成
熟
し
、
発
達
し
た
う
え
で
の
社
会
変
革
で
な
か
っ
た
た
め
、

維
新
後
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
因
習
が
革
命
と
無
関
係
に
社
会
全
般
に

温
存
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
明
治
政
府
は
富
国
強
兵
を
も
っ
て
欧

米
列
強
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
民
利
、
民
権
を
犠
牲
に
し

た
天
皇
中
心
、
国
家
絶
対
主
義
を
定
着
さ
せ
、
本
当
の
近
代
民

主
々
義
国
家
へ
の
道
を
選
ぱ
な
か
っ
た
。
「
近
代
」
と
い
う
も
の

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
う
い
っ
た
現
実
の
両
側
面
を
『
破
戒
』
が

部
落
民
問
題
と
小
学
校
長
ら
の
人
間
像
を
も
っ
て
描
き
出
し
て
い

る
こ
と
は
、
近
代
文
学
の
一
つ
の
要
と
思
わ
れ
る
現
実
暴
露
、
現

実
批
判
の
精
神
を
あ
る
程
度
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
激
し
い
社
会
変
革
の
波
に
乗
っ
て
、
多
く
の
知
識
人
が
近
代
的

な
自
我
意
識
に
目
ざ
め
な
が
ら
、
国
家
や
社
会
に
対
す
る
自
ら
の

責
任
を
感
じ
、
政
治
に
志
し
、
社
会
活
動
に
身
を
投
じ
た
こ
と
は
、

改
め
て
述
べ
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
㌧

め
』
な
ど
の
著
述
を
含
め
、
透
谷
、
兆
民
な
ど
数
多
く
の
知
識
人

の
活
動
に
は
、
国
民
啓
蒙
、
政
府
批
判
に
よ
っ
て
国
家
と
国
民
を

よ
り
理
想
的
社
会
へ
導
こ
う
と
し
た
偉
大
な
努
力
が
見
ら
れ
る
。
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し
か
し
国
民
が
決
し
て
短
期
間
で
自
分
た
ち
に
つ
い
て
行
け
る
よ

う
に
な
る
状
況
で
は
な
い
と
わ
か
り
、
政
府
批
判
や
社
会
運
動
も

厳
し
い
弾
圧
を
受
け
た
た
め
、
一
部
の
知
識
人
は
政
治
に
絶
望
し
、

社
会
に
背
を
向
け
、
国
民
、
国
家
を
思
う
よ
り
、
ま
ず
自
分
自
身

の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
い
う
傾
向
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
自
立
し
、

自
我
発
揮
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
文
学
へ
の
道
に
志
を
か
え
た
の

は
そ
の
一
つ
の
選
択
で
あ
ろ
う
。
透
谷
も
藤
村
も
花
袋
も
そ
う
で

あ
っ
た
が
、
『
破
戒
」
に
於
い
て
、
主
人
公
が
丑
松
に
先
輩
と
し

て
尊
敬
さ
れ
る
蓮
太
郎
で
な
く
丑
松
で
あ
っ
た
の
も
、
そ
う
い
う

明
治
知
識
人
に
於
け
る
歴
史
的
変
化
が
藤
村
の
筆
を
通
し
て
自
然

に
現
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
勿
論
個

的
「
私
」
が
そ
れ
自
身
の
自
由
と
価
値
を
主
張
し
、
自
分
に
誠
実

で
い
よ
う
と
の
姿
勢
は
、
個
の
目
ざ
め
の
発
展
と
深
化
を
表
す
も

の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
か
ら
い
え
ば
、
人
間
そ
の
も
の
や

自
己
の
内
面
を
追
求
す
る
の
に
つ
れ
て
、
次
第
に
現
実
か
ら
離
れ

た
内
向
性
や
閉
鎖
性
を
も
た
ら
し
、
自
分
自
ら
を
社
会
的
、
生
活

的
に
弱
い
も
の
に
し
て
苦
悶
と
孤
独
の
宿
命
的
状
態
に
追
い
込
む

と
い
う
消
極
的
結
果
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
透
谷
の
自

殺
は
、
病
気
や
経
済
的
困
窮
に
も
原
因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

人
間
の
内
面
を
見
つ
め
つ
づ
け
る
こ
と
が
、
目
分
を
苦
し
め
つ
づ

け
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
出
口
が
見
つ
か
ら
ず
堪
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
が
そ
の
深
層
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
藤
村
筆
下
の
丑
松
は
、
透
谷
と
違
っ
て
告
白
に
よ
っ
て
精
神
の

解
放
を
獲
得
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
放
は
ど
う
い
う
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
吉
田
精
一
氏
は
「
島
崎
藤
村
・
『
破

戒
』
の
出
現
」
（
桜
楓
社
版
『
吉
田
精
一
著
作
集
・
六
』
昭
和
五

六
年
七
月
刊
）
に
於
い
て
、
「
主
人
公
の
解
放
と
更
生
は
、
社
会

的
そ
れ
で
は
な
く
、
或
は
そ
れ
を
主
と
せ
ず
、
精
神
的
な
解
放
と

更
生
を
意
味
す
る
。
即
ち
社
会
問
題
の
解
決
を
意
図
せ
ず
し
て
、

既
存
の
秩
序
、
条
件
下
で
の
個
人
の
精
神
の
救
済
を
作
者
は
考
え

た
の
で
あ
る
」
と
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
精
神
の
解
放
を
現
状
打

破
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ず
、
現
実
を
離
れ
た
形
で
個
人
の
相
対

的
自
由
の
み
を
求
め
よ
う
と
い
う
丑
松
の
姿
勢
が
、
彼
の
辞
職
や

テ
キ
サ
ス
行
き
と
い
う
よ
う
な
撰
択
に
極
端
に
現
わ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
部
落
民
で
あ
っ
て
も
、
部
落
民
を
蔑
視
す
る
日
本
の

庶
民
社
会
を
離
れ
た
ら
、
普
通
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
保
つ
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
立
身
出
世
や
社
会
人
と
し
て
の
他
人
と
の
付

き
合
い
を
諦
め
る
の
な
ら
ぱ
、
国
か
ら
課
さ
れ
る
絶
対
服
従
の
義

務
を
果
さ
な
く
て
も
済
む
。
し
か
し
ま
さ
に
吉
田
氏
の
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
藤
村
が
丑
松
の
精
神
の
救
済
を
は
か
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っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
的
に
こ
の
よ
う
な
救
済
で
真
の
精
神
の

解
放
が
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
　
恋
も
捨
て
た
、
名
も
捨
て
た
－
あ
㌧
、
多
く
の
青
年
が
寝

　
　
食
を
忘
れ
る
程
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
世
間
の
歓
楽
、
そ
れ
も

　
　
穣
多
の
身
に
は
何
の
用
が
あ
ら
う
。
一
新
平
民
　
　
先
輩
が

　
　
其
だ
－
自
分
も
亦
た
其
で
沢
山
だ
。
斯
う
考
へ
る
と
同
時

　
　
に
、
熱
い
涙
は
若
々
し
い
頬
を
伝
っ
て
絶
間
も
な
く
流
れ
落

　
　
ち
る
。
（
二
十
章
四
節
）

　
丑
松
が
社
会
的
手
段
を
も
っ
て
精
神
の
解
放
を
勝
ち
取
ろ
う
と

し
な
か
っ
た
た
め
ど
れ
ほ
ど
の
代
償
を
払
っ
た
か
は
、
彼
が
告
白

ま
で
堪
え
つ
づ
け
て
き
た
内
面
の
苦
痛
と
葛
藤
と
で
す
で
に
示
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
精
神
の
解
放
が
社
会
的
で
な
い
た
め
、
身

分
を
告
白
し
て
も
そ
の
苦
痛
と
葛
藤
が
そ
れ
に
よ
っ
て
終
っ
た
わ

け
で
は
決
し
て
な
い
。
「
一
新
平
民
－
其
で
沢
山
だ
」
の
と
こ

ろ
に
、
個
人
の
精
神
の
自
由
さ
え
保
障
で
き
れ
ば
、
他
の
一
切
を

惜
し
む
ま
い
と
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
が
、
し
か
し
な
ぜ
彼
は

「
斯
う
考
へ
る
と
同
時
に
、
熟
い
涙
は
若
々
し
い
頬
を
伝
っ
て
絶

間
も
な
く
流
れ
落
ち
」
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
日
頃
憧

れ
て
い
た
恋
と
名
と
を
自
ら
捨
て
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
悲
し
み

を
伴
っ
た
も
の
か
は
も
ち
ろ
ん
、
せ
め
て
自
分
の
精
神
的
世
界
だ

け
で
も
保
っ
て
行
こ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
か
り
に
そ
れ
が
可
能

だ
と
し
て
も
、
社
会
か
ら
離
れ
た
人
間
と
し
て
の
寂
し
さ
が
こ
れ

か
ら
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
と
い
う
予
想
に
よ
る
悲
し
み
さ
え
も
、

右
か
ら
は
ひ
し
ひ
し
感
じ
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
丑
松
に

は
テ
キ
サ
ス
行
き
と
い
う
理
想
的
し
か
し
架
空
的
と
愚
わ
れ
る
終

局
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
も
し
よ
り
自
然
に
、
つ
ま
り
彼
が
告

白
後
も
な
お
日
本
に
留
ま
ろ
う
と
し
た
の
な
ら
ば
、
一
体
何
が
彼

を
待
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
『
破
戒
』
の
後
に
発
表
さ
れ
た
『
春
』

や
『
家
』
、
又
数
多
く
の
自
然
主
義
及
び
他
の
作
品
が
そ
の
結
論

を
示
し
て
い
よ
う
。

　
明
治
時
代
に
於
け
る
日
本
人
の
近
代
意
識
、
と
り
わ
け
知
識
人

の
個
の
目
ざ
め
は
、
日
本
と
い
う
土
壌
か
ら
生
じ
た
も
の
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
流
れ
込
ん
で
き
た
先
進
国
の
氏
主
々
義
恩
想
に
触

発
さ
れ
て
発
生
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
目
ざ
め
は

最
初
か
ら
歴
史
的
、
社
会
的
基
盤
が
脆
く
、
不
安
定
な
も
の
が
あ

っ
た
う
え
、
国
家
や
社
会
か
ら
の
抑
圧
も
い
か
に
も
重
い
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
個
我
の
追
求
は
そ
の
過
程
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
屈
折

を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
丑
松
が
不
合
理
な

現
実
に
不
満
を
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
強
く
外
部
へ
押
し
出
す

こ
と
が
で
き
ず
、
又
日
本
で
な
く
外
国
で
し
か
精
神
の
解
放
を
求
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め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
も
そ
の
屈
折
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
見
ら
れ
る
知
識
人
の
限
界
は
、
明
治
と
い
う
特
定
の
時
代
が
も

た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
全
般
よ
り
一
歩
先
に
目

ざ
め
た
知
識
人
の
歴
史
的
性
格
と
、
悲
劇
的
、
宿
命
的
人
生
の
所

以
を
示
し
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

付
記
　
『
破
戒
』
に
関
し
て
何
か
を
書
こ
う
と
の
試
み
は
、
梅
谷
先
生

　
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
頃
に
も
数
回
行
っ
た
が
、
学
問
上
些
か
の
甘

さ
も
許
さ
な
い
先
生
の
前
に
、
「
パ
い
加
減
な
も
の
だ
」
と
叱
ら
れ

る
の
が
決
ま
り
で
あ
っ
た
。
今
回
も
先
生
に
断
る
こ
と
な
く
、
相
変

ら
ず
い
い
加
減
な
こ
の
小
稿
を
載
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
が
、

事
後
、
た
と
え
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
き
っ
と
先
生

の
厳
し
い
批
判
の
声
が
ど
こ
か
で
響
く
だ
ろ
う
と
覚
悟
し
て
い
る
。

つ
ま
り
覚
悟
の
う
え
で
こ
の
記
念
号
を
借
り
て
先
生
に
敬
意
を
表
し
、

数
年
の
．
こ
指
導
と
、
こ
親
切
に
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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